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「
憂
鬱
妄
想
狂
」
の
「
一
人
角
力
」

―
「
善
蔵
を
思
ふ
」
論

―

桒

原

丈

和

一

あ
る
作
家
が
他
の
作
家
の
名
前
を
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
作
家
は
、
自
分
以
外

の
作
家
の
名
前
や
そ
の
作
家
の
書
い
た
も
の
の
名
前
を
あ
げ
て
そ
れ
を
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
書

い
た
作
家
自
身
に
は
ね
か
え
っ
て
お
り
、
多
く
は
自
分
自
身
を
正
当
化
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
自
分
自
身
を
正
当
化

す
る
た
め
に
こ
そ
作
家
は
他
の
作
家
の
名
前
を
す
る
、
と
言
っ
た
方
が
正
し
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
。

今
ま
で
に
太
宰
治
を
論
じ
て
き
た
も
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
意
識
的
で
は
な
か
っ
た
。
太
宰
治
が
あ
げ
て
い
る
様
々
な
日
本
や
外

国
の
作
家
の
名
前
は
、
太
宰
治
に
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
る
た
め
だ
け
に
言
及
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ど

の
よ
う
に
太
宰
治
が
そ
れ
ら
の
作
家
を
理
解
し
理
想
と
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
扱
い
方
自
体
は
、
太
宰
治

と
い
う
一
人
の
小
説
家
が
日
本
の
文
学
・
小
説
の
歴
史
や
、
同
時
期
の
日
本
お
よ
び
外
国
の
文
学
・
小
説
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を

占
め
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
と
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
り
、
意
味
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
太
宰
治
可
愛
さ
の
余
り
、

太
宰
治
を
評
価
す
る
の
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
他
の
作
家
た
ち
を
扱
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
。

「
善
蔵
を
思
ふ
」
（
「
文
芸
」
昭
和
一
五
〈
一
九
四
○
〉
年
一
月
）
を
扱
う
時
に
も
、
こ
れ
ま
で
は
葛
西
善
蔵
と
い
う
小
説
家
が
持

つ
い
く
つ
か
の
側
面
の
中
で
、
太
宰
治
に
つ
い
て
語
る
上
で
都
合
の
い
い
芸
術
至
上
・
反
俗
と
い
う
面
と
故
郷
の
青
森
に
対
す
る
望
郷
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と
い
う
面
だ
け
が
言
及
さ
れ
て
き
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
に
「
善
蔵
」
と
い
う
名
前
が
出
て
来
る
も
の
の
、
本
文
中
で
は
一
言
も
葛
西
善

蔵
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
と
ら
え
方
が
難
し
い
の
は
確
か
で
あ
り
、
太
宰
治
自
身
が
葛
西
善
蔵
の
名
前
を
あ
げ
て
い
る
「
も
の

思
ふ
葦
（
そ
の
一
）
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
に
就
て
」（
「
日
本
浪
漫
派
」
昭
和
一
〇
〈
一
九
三
五
〉
年
一
二
月
）
や
「
パ
ウ
ロ
の
混
乱
」（
「
現

代
文
学
」
昭
和
一
五
〈
一
九
四
〇
〉
年
一
一
月
）
な
ど
を
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
で
そ
う
い
う
見
方
が
生
ま
れ
た
の
は
よ
く
わ
か
る
。

た
だ
、
そ
れ
で
は
太
宰
治
に
よ
る
自
己
正
当
化
の
戦
略
に
何
も
考
え
ず
に
乗
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
葛
西
善
蔵
と
い
う
小
説
家
が
持
っ

て
い
る
の
は
、
芸
術
至
上
・
故
郷
憧
憬
と
い
う
面
だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
も
と
も
と
近
代
か
ら
隔
絶
し
た
日
本
的
・
東
洋
的
な
作
家

と
見
な
さ
れ
て
い
た
葛
西
善
蔵
と
、
不
安
の
時
代
を
代
表
す
る
現
代
的
な
作
家
の
一
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
太
宰
治
と
は
全
く
違
っ

た
タ
イ
プ
の
小
説
家
と
見
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
「
善
蔵
を
思
ふ
」
以
前
に
は
全
く
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
こ
の
二
人
の
名
前
は
結
び
つ
け
る
の
が
当
然
の
こ
と
と
見
な
さ
れ
、
津
軽
・
青
森
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
よ

う
な
も
の
を
宣
伝
す
る
た
め
の
格
好
の
材
料
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

太
宰
治
は
「
一
歩
前
進
二
歩
退
却
」
（
「
文
筆
」
昭
和
一
三
〈
一
九
三
八
〉
年
八
月
）
で
「
作
品
を
、
作
家
か
ら
離
れ
た
署
名
な
し

の
一
個
の
生
き
物
と
し
て
独
立
さ
せ
て
は
呉
れ
な
い
」
読
者
を
非
難
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
自
身
も
、
葛
西
善
蔵
に
つ
い
て
語
る
時
は

具
体
的
な
小
説
の
読
み
は
全
く
述
べ
ず
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
葛
西
善
蔵
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
多
く
の
場
合
「
作
家
の
態
度
」
ば
か
り
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
葛
西
善
蔵
の
名
前
を
自
分
に
近
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
す

ま
す
「
作
家
か
ら
離
れ
た
署
名
な
し
の
一
個
の
生
き
物
と
し
て
独
立
さ
せ
」
よ
う
と
し
な
い
読
み
方
を
自
分
の
小
説
に
対
し
て
呼
び
こ

ん
で
し
ま
う
危
険
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
「
善
蔵
を
思
ふ
」
は
、
こ
れ
ま
で
「
作
家
」
太
宰
治
の
生
活
・
思
想
と
密
着
さ
せ
て
と

ら
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
「
善
蔵
を
思
ふ
」
を
論
じ
る
時
に
は
、
「
贋
百
姓
」
が
薔
薇
を
売
り
に
来
た
こ
と
や
、
故
郷
の
新
聞
社
が
主

催
す
る
芸
術
家
の
集
ま
り
が
実
際
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
例
え
ば
浦
田
義
和
「
『
善
蔵
を
思
ふ
』
」
（
「
解

釈
と
鑑
賞
」
昭
和
六
二
〈
一
九
八
七
〉
年
六
月
）
の
よ
う
な
「
家
庭
に
材
を
得
た
私
小
説
」
と
い
う
と
ら
え
方
が
出
て
き
て
い
る
し
、
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「
私
小
説
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
は
い
な
い
も
の
の
、
他
の
評
者
た
ち
も
同
様
に
「
善
蔵
を
思
ふ
」
を
太
宰
治
の
心
情
が
直
接
述
べ

ら
れ
た
小
説
と
見
な
し
て
い
る
。

た
だ
、
そ
の
よ
う
に
太
宰
治
の
体
験
を
前
提
と
し
た
見
方
を
す
る
な
ら
、
例
え
ば
「
善
蔵
を
思
ふ
」
と
い
う
小
説
自
体
を
故
郷
の
人

々
に
向
け
て
の
言
い
訳
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
見
方
ま
で
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
故
郷
の
人
々
、
特
に
親

族
に
自
分
の
こ
と
を
「
救
ひ
難
き
、
ご
ろ
つ
き
と
し
て
故
郷
に
喧
伝
」
し
た
噂
が
伝
わ
っ
た
場
合
を
恐
れ
て
、
自
分
が
そ
の
よ
う
な
ふ

る
ま
い
に
及
ん
で
し
ま
っ
た
事
情
を
説
明
し
、
寛
容
な
態
度
を
求
め
、
さ
ら
に
は
今
後
の
生
活
に
お
け
る
抱
負
を
わ
ざ
わ
ざ
語
っ
た
も

の
、
い
わ
ば
「
〈
詫
び
証
文

〉

」
と
し
て
と
ら
え
る
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
実
際
の
体
験
な
る
も
の
と
の
関
係
か
ら
「
善
蔵
を
思

（
１
）

ふ
」
を
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
決
意
・
宣
言
と
い
う
劇
的
な
意
味
づ
け
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
弁
護
と
い
う
実
利
的
な
効
果
も

狙
っ
た
も
の
と
し
て
読
む
と
い
う
両
方
の
態
度
が
必
要
な
は
ず
な
の
に
、
実
際
は
一
方
の
見
方
し
か
出
て
き
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
小
説
の
中
の
「
故
郷
の
者
は
、
ひ
と
り
も
私
の
作
品
を
読
ま
ぬ
」
と
か
、
「
汚
行
」
を
「
ぬ
け
ぬ
け
白
状
す
る
と
い
ふ
こ

と
は
」
「
私
の
罪
を
、
少
し
で
も
軽
く
し
よ
う
と
計
る
卑
劣
な
精
神
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
っ
た
先
回
り
し
た
言
い
訳
め
い
た
言
葉
を
真

マ
マ

に
受
け
て
い
る
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
今
ま
で
「
善
蔵
を
思
ふ
」
を
扱
っ
て
き
た
も
の
は
、
予
め
一
つ
の

方
向
性
を
定
め
て
共
通
の
情
報
か
ら
一
定
の
読
み
を
導
き
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
方
向
と
は
、
太
宰
治
と
い
う
作
家
の
思
想
や
生
活
に
悲

劇

的
な
意
味
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
芸
術

ド
ラ
マ
テ
イ
ツ
ク

家
と
し
て
の
自
分
の
生
き
方
を
見
定
め
、
一
方
で
故
郷
や
故
郷
に
住
む
人
々
へ
の
思
い
を
断
ち
切
れ
な
い
、
と
い
う
他
の
多
く
の
作
家

に
あ
て
が
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
通
俗
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
太
宰
治
を
論
じ
る
者
の
中
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
初
め
に
太
宰
治
に
つ
い
て
語
る
上
で
都
合
の
い
い
、
と
い
う
言
い
方
を
し
た
が
、
そ
れ
は
悲
劇
の
主
人
公
と
し
て
語
る
た
め
に

都
合
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
善
蔵
を
思
ふ
」
と
い
う
小
説
に
太
宰
治
自
身
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
面
が
あ
る
の
は
確
か
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
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こ
の
小
説
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
正
当
化
の
戦
略
と
距
離
を
置
き
な
が
ら
、
葛
西
善
蔵
と
い
う
名
前
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
小

説
の
読
み
手
に
対
し
て
生
み
出
す
別
の
効
果
に
つ
い
て
注
意
し
て
い
く
態
度
が
必
要
で
あ
る
。

あ
る
作
家
と
他
の
作
家
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
語
る
時
に
は
、
そ
れ
を
論
じ
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え

て
い
る
か
が
問
題
に
な
る
。
先
行
す
る
作
家
に
つ
い
て
固
定
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
後
発
の
作
家
と
引
き
比
べ

て
影
響
を
云
々
し
た
と
し
て
も
、
ど
ち
ら
の
作
家
に
つ
い
て
も
新
た
な
読
み
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
行
す
る
作
家
を
招
喚

す
る
こ
と
で
後
発
の
作
家
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
共
に
、
後
発
の
作
家
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
先
行
す
る
作
家
が
持
っ
て
い
た
可
能
性

を
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
影
響
関
係
と
は
、
多
く
の
場
合
敬
愛
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
不
謹
慎
な
も
の
で

も
あ
る
。
不
謹
慎
で
あ
る
が
故
に
先
行
者
が
持
っ
て
い
た
開
か
れ
ず
に
い
る
可
能
性
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二

相
馬
正
一
『
評
伝
太
宰
治

第
三
部
』
は
葛
西
善
蔵
と
太
宰
治
と
の
関
係
を
小
説
の
方
法
と
い
う
面
か
ら
と
ら
え
て
い

る

。
つ
ま

（
２
）

り
「
在
り
も
し
な
い
現
実
を
、
在
り
得
る
〈
現
実
〉
と
し
て
描
い
て
ゆ
く
」
の
が
「
葛
西
の
創
作
の
秘
密
で
あ
」
り
、
「
そ
れ
は
、
「
本

当
の
事
を
さ
へ
、
嘘
み
た
い
に
語
る
」
太
宰
の
創
作
の
秘
訣
と
表
裏
を
な
す
方
法
で
あ
る
」
が
、
一
方
で
太
宰
治
は
「
葛
西
の
完
成
さ

れ
た
創
作
方
法
に
訣
別
」
し
て
「
自
身
の
新
し
い
方
法
」
を
「
模
索
」
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
読
み
は
提
示
さ
れ
て

い
な
い
も
の
の
、
こ
の
見
方
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

確
か
に
私
小
説
の
権
化
と
見
な
さ
れ
て
い
る
葛
西
善
蔵
の
小
説
は
逆
に
「
私
小
説
」
と
い
う
囲
い
こ
み
を
や
す
や
す
と
逃
れ
る
よ
う

な
面
を
持
っ
て
い
る
。
太
宰
治
の
小
説
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
自
分
」
が
「
自
分
」
の
こ
と
を
語
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
ず

れ
や
矛
盾
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
生
じ
る
笑
い
は
、
葛
西
善
蔵
の
小
説
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
し
、
葛
西
善
蔵
は
自

分
の
小
説
の
中
で
自
分
の
過
去
の
小
説
（
の
虚
構
性
）
に
つ
い
て
語
る
メ
タ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
表
現
も
残
し
て
い

る

。
つ

（
３
）
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ま
り
、
葛
西
善
蔵
の
「
私
小
説
」
の
中
に
は
私
小
説
の
パ
ロ
デ
ィ
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
太
宰
治
に
よ
る
私
小
説
の

方
法
化
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
時
に
は
芥
川
龍
之
介
な
ど
の
小
説
と
と
も
に
葛
西
善
蔵
の
小
説
と
の
比
較
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
と
「
善
蔵
を
思
ふ
」
が
同
時
期
の
太
宰
治
の
小

説
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
前
後
に
は
他
に
も
多
く
の

小
説
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
せ
ず
に
一
つ
だ
け
を
独
立
さ
せ
て
扱
う
の
は
賢
明
と
は
思
わ
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
小
説
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
「
善
蔵
を
思
ふ
」
を
論
じ
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
来
た
の
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ

る
。
ま
ず
、
同
時
期
の
他
の
小
説
と
比
べ
る
と
、
方
法
に
関
す
る
工
夫
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ

の
点
と
関
係
す
る
が
実
際
の
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
情
報
か
あ
る
た
め
に
、
他
の
小
説
に
比
べ
て
韜
晦
な
し
に
太
宰
治
の
心
情

を
直
接
描
い
た
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
善
蔵
を
思
ふ
」
を
同
時
期
の
太
宰
治
の
小
説
の
中
に
お
い
て
み
る
と
、
や
は
り
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
見
え
て
く
る
。

そ
の
一
つ
は
「
芸
術
家
」
と
い
う
言
葉
を
戯
画
的
に
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
太
宰
治
が
随
筆
な
ど
で
繰
り
返
し
語
っ
て
い

る
「
芸
術
家
」
と
は
、
社
会
か
ら
は
無
用
と
思
わ
れ
な
が
ら
も
社
会
と
は
別
の
価
値
観
を
持
っ
た
超
俗
の
存
在
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
芸
術
家
」
像
自
体
は
、
当
時
に
お
い
て
（
現
在
も
？
）
常
識
的
、
通
俗
的
な
も
の
で
、
特
に
見
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
問

題
が
あ
る
の
は
、
そ
う
い
う
通
俗
的
な
「
芸
術
家
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
疑
わ
ず
、
そ
れ
を
基
準
に
太
宰
治
を
評
価
し
て
来
た
研
究
・
批
評

の
側
で
あ
る
。
太
宰
治
の
小
説
に
出
て
く
る
「
芸
術
家
」
と
い
う
言
葉
が
、
通
俗
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
な
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
同

時
に
他
の
登
場
人
物
の
側
か
ら
批
判
さ
れ
て
も
い
る
、
と
い
う
点
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
畜
犬
談
」（
「
文
学
者
」
昭
和
一
四
〈
一
九
三
九
〉
年
一
〇
月
）
の
末
尾
で
は
、
芸
術
家
が
「
も
と
も
と
弱
い
者
の
味
方
」

「
弱
者
の
友
」
だ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
語
り
手
の
小
説
家
「
私
」
に
対
し
て
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
「
家
内
」
は
ず
っ
と
「
浮
か
ぬ

顔
を
し
て
」
い
る
。
「
家
内
」
が
「
浮
か
ぬ
顔
」
を
す
る
の
も
無
理
が
な
い
ほ
ど
、
「
私
」
の
主
張
に
は
根
拠
が
な
い
。
ま
た
、
そ
の
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「
浮
か
ぬ
顔
」
に
は
「
私
」
が
自
分
自
身
が
「
弱
者
」
で
あ
る
こ
と
を
失
念
し
て
い
る
こ
と
へ
の
危
惧
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
家

内
」
は
「
常
識
線
を
固
守
し
て
ゐ
る
、
全
然
動
か
な

い

」
「
『
私
』
の
高
揚
を
相
対
化
す
る

鏡

」
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
春
の
盗
賊
」

（
４
）

（
５
）

（
「
文
芸
日
本
」
昭
和
一
五
〈
一
九
四
〇
〉
年
一
月
）
の
「
私
」
と
「
家
内
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
他
の

小
説
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
「
芸
術
家
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
と
合
わ
せ
て
読
む
と
、
「
善
蔵
を
思
ふ
」
末
尾
の
「
こ
の
薔
薇
の
生

き
て
在
る
限
り
、
私
は
心
の
王
者
だ
と
、
一
瞬
思
っ
た
」
と
い
う
一
文
も
、
￢
一
瞬
」
と
い
う
言
葉
の
歯
切
れ
の
悪
さ
も
含
め
て
割
り

引
い
て
読
む
必
要
が
あ
る
。
素
朴
な
願
い
と
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
前
に
あ
る
「
同
郷
人
だ
っ
た
の
か
な
？

あ
の
女
は
。
」
と

い
う
根
拠
の
な
い
言
葉
と
と
も
に
、
「
私
」
の
独
り
よ
が
り
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
の
だ
か
ら
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
「
芸
術
家
」
が
戯
画
と
し
て
出
て
く
る
こ
と
は
、
語
り
手
の
小
説
家
「
私
」
の
性
格
付
け
と
も
関

わ
っ
て
い
る
。
小
説
家
太
宰
治
本
人
と
見
な
せ
る
語
り
手
「
私
」
が
登
場
し
て
い
る
「
畜
犬
談
」
、
「
春
の
盗
賊
」
、
「
俗
天
使
」
（
「
新

潮
」
昭
和
一
五
〈
一
九
四
〇
〉
年
一
月
）
、
「
乞
食
学
生
」
（
「
若
草
」
昭
和
一
五
〈
一
九
四
〇
〉
年
七
月
）
な
ど
が
「
善
蔵
を
思
ふ
」

と
前
後
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
で
は
様
々
な
身
近
な
で
き
ご
と
に
対
す
る
「
私
」
の
「
一
人
角
力
」
が
も
た
ら
す
笑
い

が
読
み
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。
先
程
述
べ
た
「
私
」
と
「
家
内
」
の
関
係
も
、
「
私
」
の
「
一
人
角
力
」
を
浮
き
立
た
せ
る
た
め
に

「
家
内
」
の
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
思
考
・
行
動
、
そ
し
て
「
私
」
と
「
家
内
」
と
の
関
係
は
、
や
は
り
「
善

蔵
を
思
ふ
」
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
私
」
と
「
家
内
」
と
の
「
贋
百
姓
」
が
立
ち
去
っ
た
後
の
会
話
や
袴
を
め
ぐ

る
会
話
（
特
に
「
家
内
」
の
反
応
）
は
、「
畜
犬
談
」
の
ポ
チ
に
関
す
る
二
人
の
会
話
と
よ
く
似
て
い
る
し
、
薔
薇
を
買
っ
た
後
の
「
私
」

の
薔
薇
に
対
す
る
力
み
方
、
ま
た
そ
れ
を
伝
え
る
文
章
の
短
く
て
小
刻
み
に
畳
み
か
け
る
表
現
も
笑
い
を
誘
う
。

「
一
人
角
力
」
と
い
う
言
葉
は
「
畜
犬
談
」
を
評
す
る
時
に
尾
崎
一
雄
が
用
い
た
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
太
宰
治
の
同
時
期
の
多

く
の
小
説
に
も
あ
て
は
ま
る
評
言
で
あ
り
、
例
え
ば
「
私
」
こ
そ
登
場
し
な
い
も
の
の
「
八
十
八
夜
」
（
「
新
潮
」
昭
和
一
四
〈
一
九

三
九
〉
年
八
月
）
の
笠
井
一
の
行
動
や
思
考
も
同
じ
傾
向
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
従
来
は
「
畜
犬
談
」
以
外
の
小
説
の
「
私
」
に
つ
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い
て
「
一
人
角
力
」
と
と
ら
え
る
見
方
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
太
宰
は
、
何
の
迷
い
も
逡
巡
も
な
く
、
そ
う
い

っ
た
作
風
に
移
行
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
。
愛
と
明
る
さ
の
文
学
を
書
き
続
け
な
が
ら
も
、
そ
の
背
後
で
は
、
常
に
、
そ
の
よ
う
な

自
分
の
態
度
に
、
人
々
を
裏
切
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
い
だ
く
。
そ
う
し
た
逡
巡
、
躊
躇
、
自
己
反
省
、
自
嘲
、
自

責
、
過
去
の
夢
へ
の
追
懐
が
、
前
章
の
作
品
群
と
並
行
し
て
、
書
き
続
け
ら
れ
て
い

る

」
と
い
う
よ
う
に
、
小
説
の
中
に
見
ら
れ
る

（
６
）

消
極
的
な
表
現
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
他
の
部
分
が
読
ま
れ
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
小
説
で
「
私
」
が
「
角
力
」

を
取
っ
た
気
に
な
っ
て
い
る
相
手
が
「
畜
犬
」
で
は
な
く
、
芸
術
や
世
間
、
ま
た
「
善
蔵
を
思
ふ
」
で
は
故
郷
と
い
う
（
評
者
た
ち
か

ら
見
て
）
大
き
な
相
手
だ
か
ら
で
あ
る
。「
畜
犬
」
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
笑
い
を
呼
ぶ
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
「
一
人
角
力
」
も
、

芸
術
や
世
間
や
故
郷
に
対
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
と
途
端
に
笑
い
と
切
り
離
さ
れ
て
深
刻
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
こ
の
前
後
の
太
宰
治
の
小
説
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
現
実
と
夢
・
妄
想
・
虚
構
と
の
間
の
境
界
線
を
曖
昧
に
し

た
も
の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に
し
て
も
、
夢
・
妄
想
・
虚
構
に
し
て
も
、
小
説
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
限
り
は
ど
ち
ら
も
言
葉

で
あ
り
、
そ
の
間
に
違
い
は
な
い
、
と
い
う
立
場
か
ら
小
説
が
書
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
指
向
は
『
晩
年
』
（
砂
子

屋
書
房
、
昭
和
一
一
〈
一
九
三
六
〉
年
六
月
）
か
ら
現
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
時
期
は
『
晩
年
』
の
よ
う
な
明
ら
か
に
実
験
作
と
は

見
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
形
で
現
実
と
虚
構
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
が
書
か
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
小
説
を
書
い
て
い
る
「
私
」
と
そ
の
「
私
」
が
書
い
て
い
る
小
説
の
中
の
「
私
」
が
最
後
に
は
重
な
っ
て
し
ま
う
「
春
の

盗
賊
」
や
、
語
り
手
の
「
私
」
の
陰
に
か
く
れ
て
「
作
者
」
が
姿
を
見
せ
る
「
俗
天
使
」
、
そ
し
て
夢
を
見
る
「
私
」
と
夢
の
中
の
「
私
」

の
二
人
が
登
場
す
る
「
乞
食
学
生
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
は
「
私
」
と
い
う
言
葉
が
指
し
示
す
も
の
を
一
人
の
統
一

さ
れ
た
人
間
と
し
て
と
ら
え
る
の
が
、
根
拠
の
な
い
小
説
の
約
束
事
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
裏
側
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
善
蔵
を

思
ふ
」
に
し
て
も
、
冒
頭
の
「
君
」
に
話
し
か
け
て
い
る
「
私
」
と
、
庭
の
薔
薇
に
つ
い
て
語
り
出
す
「
私
」
な
ど
が
同
じ
「
私
」
で

あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
い
の
だ
が
、
「
善
蔵
を
思
ふ
」
の
中
に
は
葛
西
善
蔵
の
小
説
の
題
名
と
同
じ
言
葉
が
出
て
き
て
い
る
。
「
い
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ま
は
、
弱
者
。
」
、
「
贋
物
に
違
い
な
い
。
極
め
て
悪
質
の
押
売
り
で
あ
る
」
「
私
は
悪
魔
の
本
性
を
暴
露
し
て
ゐ
た
」
な
ど
だ
が
、
こ

れ
ら
の
言
葉
に
従
っ
て
、
次
節
で
は
「
弱
者
」（
「
新
潮
」
大
正
一
四
〈
一
九
二
五
〉
年
八
月
）
を
中
心
に
し
て
、
さ
ら
に
「
贋
物
」（
「
早

稲
田
文
学
」
大
正
六
〈
一
九
一
七
〉
年
二
月
）「
悪
魔
」（
「
奇
蹟
」
大
正
元
〈
一
九
二
一
〉
年
一
二
月
）
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

三

葛
西
善
蔵
も
ま
た
「
一
人
角
力
」
を
取
る
小
説
家
（
初
期
で
は
小
説
家
志
望
の
男
）
を
一
貫
し
て
描
き
続
け
て
い
る
。
「
弱
者
」
の

語
り
手
の
小
説
家
〈
Ａ
〉
は
あ
る
雑
誌
で
読
ん
だ
「
憂
鬱
妄
想
狂
」
と
い
う
も
の
に
自
分
が
近
い
よ
う
だ
と
語
っ
て
い

る

。
彼
は
自

（
７
）

分
が
「
卑
屈
で
、
受
動
的
で
、
自
分
自
身
を
実
際
よ
り
も
無
力
無
価
値
と
考
へ
、
罪
も
何
も
冒
し
て
な
い
の
に
、
自
分
か
ら
非
常
な
罪

悪
を
冒
し
て
ゐ
る
や
う
に
考
へ
」
て
き
た
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
。
葛
西
善
蔵
の
「
妄
想
」
と
い
う
と
、
谷
崎
精
二
が
「
葛
西
善
蔵
追

憶
記
」
（
「
新
潮
」
昭
和
三
〈
一
九
二
八
〉
年
九
月
）
以
来
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
「
子
を
つ
れ
て
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
大
正
七
〈
一

九
一
八
〉
年
三
月
）
の
山
本
山
の
お
茶
の
缶
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
実
際
に
抱
い
て
い
た
「
妄
想
」
を
事
実
と
し
て
あ
り

の
ま
ま
に
小
説
に
書
い
て
い
る
だ
け
で
、
特
別
な
小
説
の
方
法
と
は
関
係
が
な
い
、
と
い
う
説
明
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で

小
説
の
中
に
「
妄
想
」
を
書
き
こ
む
こ
と
が
小
説
の
中
で
ど
う
い
う
働
き
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
観
点
に
立
つ
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
他
の
人
々
の
書
き
残
し
た
も
の
に
よ
り
多
少
の
ず
れ
・
変
更
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
従
来
ほ
と
ん
ど
事
実
に
基
づ
い
て
書
か

れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
葛
西
善
蔵
の
小
説
に
、
想
像
力
に
基
づ
い
た
虚

構
で
あ
る
「
妄
想
」
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

こ
と
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
贋
物
」
で
は
「
妄
想
」
「
空
想
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
も
出
て
来
る
が
、
そ
の
中
で
「
空

想
」
は
周
囲
の
人
間
と
主
人
公
耕
吉
の
ず
れ
を
伝
え
る
と
と
も
に
耕
吉
を
動
か
し
小
説
を
進
行
さ
せ
る
力
に
も
な
っ
て
い
る
。
「
畠
仕

事
」
と
「
最
も
素
朴
な
真
実
な
芸
術
」
と
い
う
「
空
想
」
、
「
新
生
活
の
妄
想
」
の
た
め
に
耕
吉
は
故
郷
に
戻
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
家

の
中
へ
蜥
蜴
や
ら
異
様
な
毛
虫
や
ら
が
這
入
っ
て
」
く
る
の
を
見
て
「
継
母
の
呪
ひ
の
使
者
で
は
な
い
か
」
と
思
い
、
目
覚
め
に
「
苦
」



- 9 -

い
妄
想
に
悩
ま
さ
れ
」
る
よ
う
な
生
活
か
ら
逃
れ
る
べ
く
骨
董
品
を
金
に
換
え
る
た
め
に
東
京
に
向
か
う
の
で
あ

る

。

（
８
）

ま
た
「
憂
鬱
妄
想
」
の
ゆ
え
に
〈
Ａ
〉
は
自
ら
を
「
弱
者
」
「
意
気
地
な
し
」
と
考
え
て
い
る
と
語
る
の
だ
が
、
同
時
に
そ
の
こ
と

を
「
意
気
地
な
し
、
弱
者
、

―
つ
ま
り
、
話
が
面
白
く
な
る
」
と
積
極
的
に
と
ら
え
て
も
い
る
。
葛
西
善
蔵
の
小
説
は
題
材
が
主
人

公
の
身
辺
の
出
来
事
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
想
像
力
を
排
」
し
て
書
か
れ
て
い
る
（
と
見
な
さ
れ
て
い
る
）
こ
と
か
ら
、
想
像
力
の

豊
が
さ
と
は
無
縁
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
小
説
の
面
白
さ
を
作
り
出
」
、
ま
た
小
説
を
進
行
さ
せ
て
い
く
も
の
と
」
て
「
妄

想
」
が
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い
る
。
「
弱
者
」
の
自
覚
は
「
善
蔵
を
思
ふ
」
の
「
私
」
も
持
っ
て
い
る
が
、
「
私
」
は
そ
れ
を
「
悪

の
自
覚
ゆ
え
」
の
弱
さ
と
と
ら
え
、「
話
が
面
白
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
「
弱
者
」
と
「
善
蔵
を
思
ふ
」
、

ま
た
は
葛
西
善
蔵
と
太
宰
治
の
違
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
逆
に
「
善
蔵
を
思
ふ
」
の
中
に
「
弱
者
」
と
い
う
小
説
の
題
名
を
書

き
こ
む
こ
と
で
「
弱
者
」
で
あ
る
が
故
に
「
面
白
く
な
る
」
と
い
う
思
考
法
ま
で
が
呼
び
こ
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

つ
ま
り
「
善
蔵
を
思
ふ
」
も
ま
た
「
弱
者
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
面
白
く
」
な
っ
て
い
る
話
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

「
善
蔵
を
思
ふ
」
の
「
私
」
は
自
分
が
「
被
害
妄
想
狂
で
は
無
い
」
と
語
っ
て
は
い
る
が
、
彼
の
言
葉
は
根
拠
の
な
い
断
言
と
推
測

が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
。
「
故
郷
の
者
は
、
ひ
と
り
も
私
の
作
品
を
読
ま
ぬ
」
と
か
「
郷
土
出
身
の
文
学
者
だ
っ
て
」
「
こ
ぞ
っ
て
私

を
笑
つ
て
ゐ
る
」
な
ど
と
い
う
も
の
の
、
「
ひ
と
り
も
」
や
「
こ
ぞ
っ
て
」
と
い
う
言
葉
の
根
拠
は
示
さ
れ
ず
、
逆
に
そ
れ
ぞ
れ
後
の

と
こ
ろ
で
「
罵
倒
、
嘲
笑
し
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
の
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
」
「
苦
笑
し
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
の
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
」
と
い
う
推
測
の

言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
き
、
前
の
言
葉
を
疑
わ
し
い
も
の
に
し
て
い
る
。
「
弱
者
」
の
〈
Ａ
〉
も
同
じ
く
自
身
が
「
被
害
妄
想
狂

と
云
ふ
や
つ
と
は
」
違
っ
て
い
る
と
語
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
雑
誌
に
載
っ
て
い
た
「
憂
鬱
妄
想
狂
」
と
い
う
も
の
で
あ
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
。
「
私
」
の
用
い
た
「
被
害
妄
想
狂
」
と
い
う
言
葉
も
「
弱
者
」
か
ら
借
り
て
き
た
も
の
か
も
知
れ
ず
、
だ
と
す

れ
ば
「
被
害
妄
想
」
を
否
定
す
る
こ
と
は
逆
に
、
自
分
に
「
憂
鬱
妄
想
狂
」
自
覚
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、

引
用
し
た
「
憂
鬱
妄
想
」
の
症
状
は
太
宰
治
の
様
々
な
小
説
の
主
人
公
の
傾
向
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
太
宰
治
と
葛
西
善
蔵
と
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を
同
郷
人
と
し
て
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
点
は
二
人
の
作
家
に
共
通
す
る
資
質
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
が
、
小
説
は
資
質
だ
け
で
書
け
る
も
の
で
は
な
く
、
小
説
の
方
法
に
関
し
て
影
響
関
係
が
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
も
で
き
る
こ
と
に

気
づ
い
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
「
弱
者
」
が
抱
く
「
妄
想
」
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
「
話
が
面
白
く
な
る
」
の
だ
ろ
う
か
。

浦
田
義
和
（
前
出
）
は
「
私
の
庭
＝
私
の
家
庭
」
「
は
未
だ
形
式
を
持
た
ぬ
混
沌
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
確
か
に
、
「
家
内
」

の
袴
に
つ
い
て
の
勘
違
い
を
「
私
」
が
気
軽
に
訂
正
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
と
い
う
話
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
だ
不
安
定
な
と
こ

ろ
を
持
つ
「
家
庭
」
が
「
善
蔵
を
思
ふ
」
（
や
同
時
期
の
小
説
）
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
家
庭
を
お
び
や
か
す
よ
う

な
予
期
せ
ぬ
闖
入
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
「
畜
犬
談
」
の
犬
、
「
春
の
盗
賊
」
の
泥
棒
、
そ
し
て
「
善
蔵
を

思
ふ
」
の
「
贋
百
姓
」
、
闖
入
者
は
語
り
手
の
小
説
家
「
私
」
を
お
び
や
か
し
、
最
後
に
は
彼
を
芸
術
家
と
し
て
の
自
覚
、
ま
た
は
開

き
直
り
に
追
い
こ
ん
で
お
り
、
特
に
庭
か
ら
の
闖
入
者
と
い
う
こ
と
で
は
「
春
の
盗
賊
」
と
「
善
蔵
を
思
ふ
」
は
共
通
し
て
い
る
。

実
は
、
庭
に
突
然
現
れ
た
も
の
が
、
語
り
手
を
脅
か
す
と
い
う
構
図
は
既
に
葛
西
善
蔵
の
「
弱
者
」
の
中
に
見
え
て
い
る
。
不
本
意

な
引
っ
越
し
を
し
た
後
の
あ
る
夜
、
庭
の
「
狭
い
植
込
の
中
に
、
動
く
黒
い
影
を
認
め
た
」
〈
Ａ
〉
は
「
ゾ
ウ
ー
と
し
た
感
じ
に
う
た

れ
」
る
。
「
そ
の
黒
い
男
」
？
は
「
便
所
の
方
へ
行
っ
た
り
、
狭
い
植
込
の
間
を
、
そ
ち
ら
こ
ち
ら
と
歩
き
廻
っ
て
、
自
分
の
部
屋
の

縁
側
へ
足
を
掛
け
さ
う
に
し
た
り
し
て
、
ま
た

―
其
時
分
は
四
時
過
ぎ
ら
し
い

―
さ
う
云
っ
た
時
間
の
せ
い
で
も
あ
る
が
、
彼
は

何
一
つ
乱
暴
を
せ
ず
、
お
と
な
し
く
帰
っ
て
行
っ
た
」
が
、
〈
Ａ
〉
は
「
酷
く
脅
か
さ
れ
た
感
し
」
に
な
り
、
「
そ
れ
と
同
じ
や
う
な

こ
と
が
、
そ
の
後
半
月
の
う
ち
に
二
度
ば
か
し
続
い
た
」
と
い
う
。
そ
の
「
黒
い
影
」
に
つ
い
て
「
事
実
と
し
て
そ
ん
な
事
が
有
り
得

る
か
」
と
疑
い
、
「
大
家
の
親
父
」
か
、
そ
れ
と
も
「
何
等
か
の
強
い
亡
霊
」
か
と
そ
の
正
体
を
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な

の
は
庭
か
ら
の
闖
入
者
に
よ
っ
て
〈
Ａ
〉
が
脅
か
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
庭
か
ら
闖
入
し
て
き
た
も
の
は
「
善
蔵
を
思
ふ
」

の
「
私
」
や
「
弱
者
」
の
〈
Ａ
〉
を
恐
れ
さ
せ
、
世
界
に
対
す
る
不
安
を
高
じ
さ
せ
る
。
「
贋
物
」
の
耕
吉
も
「
冬
が
来
る
と
」
「
亡
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霊
に
襲
は
れ
て
」
い
た
と
語
っ
て
い
る
が
、
彼
は
こ
れ
を
「
自
分
自
身
の
亡
霊
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
お
り
、
だ
と
す
れ
ば
「
弱
者
」
の

「
黒
い
影
」
も
ま
た
〈
Ａ
〉
の
自
分
自
身
か
も
し
れ
ず
、
さ
ら
に
太
宰
治
の
小
説
の
「
私
」
と
闖
入
者
た
ち
と
の
関
係
に
も
同
様
の
こ

ド
ツ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

と
が
言
え
る
。
も
っ
と
も
葛
西
善
蔵
の
小
説
の
「
亡
霊
」
「
黒
い
影
」
が
主
人
公
の
「
妄
想
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
対
し
て
、

太
宰
治
の
小
説
の
「
泥
棒
」
や
「
贋
百
姓
」
は
実
在
で
あ
る
こ
と
が
「
家
内
」
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
彼
ら
に
対
す
る

「
私
」
の
と
ら
え
方
に
「
妄
想
」
が
混
じ
り
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
し
、
さ
ら
に
彼
ら
が
も
う
一
人
の
「
私
」
、
世

間
や
親
族
か
ら
「
泥
棒
」
「
贋
物
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
「
私
」
の
投
影
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
例
え
ば
先
程
ふ

れ
た
「
同
郷
人
だ
っ
た
の
か
な
？
」
と
い
う
「
私
」
の
不
可
解
な
言
葉
も
、
自
身
の
分
身
で
あ
る
こ
と
の
暗
示
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

分
身
・
分
裂
し
て
い
る
主
人
公
、
確
か
に
〈
Ａ
〉
や
「
私
」
は
引
き
裂
か
れ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
〈
Ａ
〉
は

「
夜
中
」
に
自
分
が
引
き
起
こ
し
た
「
狼
藉
」
を
自
分
が
し
た
こ
と
と
は
思
え
ず
に
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
た
だ
泥
酔
し
て
記
憶

に
な
い
だ
け
な
の
だ
ろ
う
が
、
彼
は
そ
れ
を
ま
る
で
も
う
一
人
の
自
分
が
行
っ
た
こ
と
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
「
狼

藉
」
の
結
果
の
「
瀬
戸
物
の
壊
れ
た
堆
積
」
を
見
て
「
深
い
孤
独
感
」
と
共
に
「
一
種
の
誇
り
と
感
激
を
感
じ
」
、
「
憂
鬱
妄
想
狂
」

で
あ
る
自
分
は
そ
の
「
両
方
の
世
界
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
ゐ
る
」
と
も
い
う
。
彼
が
抱
い
た
感
想
自
体
は
あ
り
き
た
り
の
「
芸
術

家
」
の
感
慨
と
言
え
る
も
の
だ
が
、
そ
の
間
を
「
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
」
引
き
裂
か
れ
て
い
る
と
い
う
と
ら
え
方
は
注
目
で
き
る
。

「
善
蔵
を
思
ふ
」
の
「
私
」
も
「
故
郷
」
に
対
す
る
相
反
す
る
二
つ
の
思
い
の
間
を
「
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
」
迷
っ
て
い
る
し
、

自
分
は
「
悪
魔
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
う
一
つ
の
顔
、
「
本
性
」
を
持
っ
て
い
る
、
と
も
語
っ
て
い
る
。
こ
の
個
所
は
、
主
人
公
の
良
吉
が

「
悪
魔
の
舌
」
と
自
ら
呼
ぶ
鬱
屈
し
た
精
神
状
態
に
と
ら
わ
れ
、
友
人
た
ち
か
ら
も
「
悪
魔
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
葛
西
善
蔵
の
「
悪
魔
」

を
連
想
さ
せ
る
。
「
悪
魔
」
の
冒
頭
に
は
「
何
々
ヰ
ツ
チ
な
ら
ぬ
良
吉
」
と
い
う
表
現
が
出
て
き
て
お

り

、
葛
西
善
蔵
の
小
説
に
お

（
９
）

け
る
分
身
の
モ
チ
ー
フ
の
起
源
と
し
て
、
ゴ
ー
ゴ
リ
な
ど
の
ロ
シ
ア
の
幻
想
小
説
を
想
定
で
き
る
。
つ
ま
り
分
身
を
巡
る
先
行
者
・
後
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発
者
の
連
鎖
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

語
る
〈
私
〉
と
語
ら
れ
る
〈
私
〉
の
ず
れ
は
多
く
の
小
説
に
見
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
語
ら
れ
る
〈
私
〉
が
分
裂
し
て
お
り
、

さ
ら
に
葛
西
善
蔵
の
小
説
で
は
、
語
る
〈
私
〉
ま
で
も
が
分
裂
し
て
い
る
。
葛
西
善
蔵
の
小
説
で
は
、
本
来
一
人
で
あ
る
は
ず
の
語
り

手
・
主
人
公
が
前
後
の
記
述
で
全
く
違
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
「
弱
者
」
で
も
〈
Ａ
〉
は
自
分
が
「
妄
想
狂
」
で
あ

る
と
何
度
も
語
り
な
が
ら
、
筆
記
者
の
〈
Ｈ
〉
に
向
か
っ
て
繰
り
返
し
自
分
を
な
ぜ
「
気
違
」
「
神
経
病
」
扱
い
す
る
の
か
と
問
い
つ

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
が
葛
西
善
蔵
の
小
説
だ
け
に
見
ら
れ
、
随
筆
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
一
貫
性
の
な
い
支

離
滅
裂
な
矛
盾
し
た
記
述
と
し
て
片
づ
け
る
よ
り
も
、
複
数
の
語
り
手
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
違
う
こ
と
を
語
ら
せ
る
小
説
の
方
法

だ
と
見
た
方
が
い
い
。

「
一
人
角
力
」
と
は
相
手
の
い
な
い
角
力
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
と
自
分
自
身
と
の
角
力
で
あ
る
。
自
己
が
引
き
裂
か
れ
分
裂
す
る

と
い
う
こ
と
は
悲
劇
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
一
方
で
そ
れ
は
読
み
手
の
笑
い
を
誘
う
。
葛
西
善
蔵
の
小
説
に
関
し
て

よ
く
語
ら
れ
る
明
る
さ
と
い
う
の
は
、
（
複
数
の
）
〈
私
〉
が
全
く
矛
盾
し
た
行
動
を
取
り
、
矛
盾
し
た
こ
と
を
語
る
こ
と
の
大
胆
さ

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
笑
い
の
方
法
は
太
宰
治
の
小
説
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
一
人
の
登
場
人
物
は
必
ず
矛
盾
の
な
い
行
動

を
取
り
、
述
べ
る
こ
と
に
は
一
貫
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
方
が
現
実
め
い
て
見
え
る
は
ず
だ
と
い
う
小
説

の
決
ま
り
事
に
過
ぎ
ず
、
葛
西
善
蔵
や
太
宰
治
の
小
説
は
そ
の
ル
ー
ル
を
逃
れ
た
所
で
書
か
れ
て
あ
る
。
た
だ
、
太
宰
治
の
場
合
は
前

半
で
述
べ
た
よ
う
な
自
己
正
当
化
の
指
向
も
共
存
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
全
く
の
「
妄
想
」
「
空
想
」
や
、
矛
盾
し
た
発
言
・
行
動

と
い
う
書
き
方
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。

太
宰
治
の
小
説
に
は
「
作
品
を
、
作
家
か
ら
離
れ
た
署
名
な
し
の
一
個
の
生
き
物
と
し
て
独
立
さ
せ
」
る
読
み
方
が
で
き
る
よ
う
に

読
み
手
を
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
「
善
蔵
を
思
ふ
」
も
「
弱
者
」
と
い
う
言
葉
を
起
点
に
し
て
葛
西
善
蔵
の
小

説
の
方
法
、
読
み
方
を
提
示
し
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
自
分
自
身
の
小
説
の
方
法
を
自
己
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



- 13 -

注（
１
）

相
馬
正
一
『
評
伝
太
宰
治

第
三
部
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
六
〇
〈
一
九
八
五
〉
年
七
月
）
で
「
兄
た
ち
」
（
「
婦
人
画
報
」

昭
和
一
五
〈
一
九
四
〇
〉
年
一
月
）
を
評
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

（
２
）

「
太
宰
治
の
世
界15

葛
西
善
蔵
文
学
の
系
譜

―
『
善
蔵
を
思
ふ
』
と
『
贋
物
』

―
」
（
「
北
の
街
」
一
四
巻
三
号
、

昭
和
五
〇
〈
一
九
七
五
〉
年
三
月
）
に
お
い
て
既
に
こ
の
と
ら
え
方
は
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
多
く
読
ま
れ

た
と
思
わ
れ
る
『
評
伝
太
宰
治
』
の
方
を
あ
げ
た
。

（
３
）

例
え
ば
「
蠢
く
も
の
」
（
「
中
央
公
論
」
大
正
三
〈
一
九
二
四
〉
年
四
月
）
、
「
死
児
を
産
む
」
（
同
大
正
四
〈
一
九
二
五
〉

年
四
月
）
、
「
わ
れ
と
遊
ぶ
子
」
（
同
大
正
五
〈
一
九
二
六
〉
年
一
月
）
の
三
つ
の
小
説
の
間
に
そ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
４
）

尾
崎
一
雄
「
一
人
角
力
の
面
白
さ
」
（
「
帝
国
大
学
新
聞
」
七
七
九
号
、
昭
和
一
四
〈
一
九
三
九
〉
年
九
月
二
五
日
）
。

（
５
）

濱
川
勝
彦
「
『
畜
犬
談
』
試
論
」
（
『
太
宰
治
研
究
５
』
和
泉
書
院
、
平
成
一
〇
〈
一
九
九
八
〉
年
六
月
）
。

（
６
）

渡
部
芳
紀
「
太
宰
治
論

―
中
期
を
中
心
と
し
て

―
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
昭
和
四
六
〈
一
九
七
一
〉
年
一
一
月
）
。
引

用
は
『
太
宰
治
Ⅱ
（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
）
』
（
有
精
堂
。
昭
和
六
〇
〈
一
九
八
五
〉
年
九
月
）
に
よ
る
。

（
７
）

引
用
は
『
葛
西
善
蔵
全
集
第
二
巻
』
（
津
軽
書
房
。
昭
和
五
〇
〈
一
九
七
五
〉
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
８
）

引
用
は
『
葛
西
善
蔵
全
集
第
一
巻
』
（
津
軽
書
房
、
昭
和
四
九
〈
一
九
七
四
〉
年
一
二
月
）
に
よ
る
。

（
９
）

引
用
は
『
葛
西
善
蔵
全
集
第
一
巻
』
に
よ
る
。


