
太
宰
治
と
「
通
俗
小
説
」

-
黒
木
舜
平
「
断
崖
の
錯
覚
」
の
秘
匿
に
つ
い
て

一
九
八
一
(
昭
和
五
十
六
)
年
七
月
へ
久
保
喬
氏
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
明

ら
か
に
さ
れ
、
同
年
十
月
も
山
内
群
史
氏
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
「
断
崖
の
錯

覚
」
(
「
文
化
公
論
」
一
九
三
四
・
四
)
の
《
出
現
》
は
'
《
太
宰
治
研
究
史
上

(
-
)

せ
さ
に
特
筆
す
べ
き
出
来
事
》
で
あ
っ
た
。

同
時
に
こ
の
作
品
は
'
あ
る
問
題

を
提
起
し
た
。

久
保
喬
氏
は
、
太
宰
の
《
名
前
だ
け
は
、
「
黒
木
舜
平
」
と
原
稿
ど
ほ
-
の
名

前
に
し
て
下
さ
る
や
う
、
く
れ
ぐ
れ
も
た
の
み
ま
す
。

で
な
い
と
、
た
い
へ
ん

な
こ
と
に
な
-
ま
す
か
ら
》
と
い
う
懇
願
を
守
-
'
四
十
七
年
も
の
間
、
「
断
崖

の
錯
覚
」
に
つ
い
て
も
《
何
人
へ
も
語
ら
ず
に
秘
密
を
守
》
っ
て
き
た
。

し
か

し
作
品
の
内
容
は
《
匿
名
で
出
す
の
は
惜
し
い
気
》
が
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と

(
2
〕

い
う
。そ

れ
で
も
太
宰
は
へ
こ
の
作
品
を
《
こ
の
「
し
ろ
も
の
」
》
'
《
恥
か

し
-
て
、
か
な
は
な
い
》
な
ど
と
自
噴
を
込
め
て
語
-
、
「
黒
木
舜
平
」
と
い
う

名
で
発
表
し
た
上
で
'
生
涯
そ
の
存
在
を
隠
蔽
し
た
。

こ
の
行
為
は
一
体
何
を

意
味
す
る
の
か
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
何
が
《
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
》
っ
た

と
い
う
の
か
-
。

こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
後
述
す
る
と
お
り
、
い
-
つ
か
の
考
察
が
為
さ
れ
た

太
宰
治
と
「
通
俗
小
説
」

辛

浩
一

も
の
の
へ
確
た
る
説
は
唱
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

《
出
現
》
か
ら
二
十
五
年
以
上

た
っ
た
現
在
で
は
'
考
察
が
進
展
す
る
ど
こ
ろ
か
へ
こ
の
間
題
自
体
が
ほ
と
ん

ど
拙
榔
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
数
年
で
示
唆
に
富
ん
だ
作
品
分
析
は
幾
つ
か
出
現

(
3
)

し
た
が
へ
た
と
え
ば
『
太
宰
治
全
作
品
研
究
事
典
』
(
l
九
九
五
・
十
一
、
勉
誠

社
)
で
'
安
藤
宏
氏
が
本
作
研
究
の
「
課
題
」
と
し
て
挙
げ
た
《
執
筆
の
意
図

と
そ
れ
を
秘
匿
し
た
意
図
へ
「
道
化
の
華
」
と
の
措
か
れ
方
の
比
較
へ
同
時
に
執

筆
し
て
い
た
『
晩
年
』
(
昭
s
蝣
ォ
>
)
所
収
作
品
と
の
作
風
の
比
較
》
な
ど
は
、

そ
の
後
ほ
と
ん
ど
進
展
し
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
で
'
本
作
品
に
非
常
に
密
接
に
関
係
し
て
い
な
が

ら
'
こ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
視
座
が
あ
る
。

「
断
崖
の
錯
覚
」
と
は
、
久

保
氏
が
回
顧
し
て
い
る
よ
う
に
'
《
純
文
学
作
品
の
発
表
場
所
は
ご
-
少
な

く
》
、
《
新
人
も
書
け
る
二
、
三
の
専
門
的
文
学
雑
誌
》
は
《
稿
料
》
が
無
い

中
で
、
太
宰
が
《
生
活
費
を
稼
ぐ
こ
と
を
考
え
て
》
書
い
た
《
大
衆
小
説
》
で

(
4
)

あ
っ
た
。そ

れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
断
崖
の
錯
覚
」
を
「
純
文
学
」
や
「
大
衆
文

学
」
と
の
関
連
で
捉
え
た
考
察
は
、
管
見
の
限
り
存
在
し
て
い
な
い
。

本
稿
は
'
同
時
代
の
「
純
文
学
」
/
「
大
衆
文
学
」
と
い
う
概
念
の
在
り
方

二
九



を
踏
ま
え
な
が
ら
へ
そ
れ
に
対
す
る
太
宰
の
姿
勢
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近

年
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
「
断
崖
の
錯
覚
」
の
秘
匿
に
つ
い
て
へ
新
た
な
視

座
か
ら
考
察
し
て
い
-
も
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
安
藤
氏
が
本
作
研
究
の

「
課
題
」
と
し
た
、
「
道
化
の
華
」
等
の
初
期
作
品
や
、
第
一
創
作
集
『
晩
年
』

と
の
関
係
を
考
察
し
'
作
家
・
太
宰
治
に
お
け
る
本
作
品
の
位
置
づ
け
を
行
っ

て
い
き
た
い
。

一
'
久
保
氏
宛
書
簡
と
「
断
崖
の
錯
覚
」
秘
匿
と
の
関
係

三
〇

典
氏
は
こ
う
し
た
説
を
総
合
し
、
《
田
辺
あ
つ
み
と
の
心
中
事
件
、
自
殺
軒
助

罪
の
嫌
疑
で
取
り
調
べ
を
受
け
た
が
起
訴
猶
予
で
済
ん
だ
昭
和
五
年
二
月
下

旬
の
事
件
を
案
じ
て
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
》
、
《
過
剰
防
衛
を
必
要
と
す
る
ほ

ど
「
断
崖
の
錯
覚
」
に
殺
人
体
験
者
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
こ
と
を
作
者
自
身

が
察
知
し
て
い
た
か
ら
》
と
う
秘
匿
の
原
因
を
詳
述
し
た
(
「
(
断
崖
)
の
表
象

-
「
断
崖
の
錯
覚
」
論
」
「
太
宰
治
研
究
2
」
一
九
九
六
二
)
0

こ
れ
ら
の
説
の
根
拠
に
な
っ
た
'
太
宰
の
三
三
年
十
一
月
十
七
日
付
の
久
保

隆
一
郎
(
香
)
氏
宛
書
簡
を
'
改
め
て
全
文
引
用
し
て
み
よ
う
。

前
略
/
先
晩
は
し
つ
れ
い
。

/
例
の
た
ん
て
い
小
説
、
今
日
へ
　
別
封
で
貴

伝
統
的
に
「
私
小
説
」
と
し
て
の
読
み
が
多
-
な
さ
れ
て
き
た
太
宰
治
の
初

期
作
品
は
、
頻
繁
に
私
生
活
と
の
関
連
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

「
断
崖
の
錯
覚
」

も
へ
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

「
断
崖
の
錯
覚
」
発
見
時
、
東
郷
克
美
氏
は
そ
の
秘
匿
に
つ
い
て
、
《
腰
越
の

事
件
を
投
影
さ
せ
た
最
初
の
作
品
》
で
あ
り
へ
《
人
に
語
り
え
ぬ
心
の
秘
密
を

ひ
そ
か
に
こ
の
匿
名
の
「
た
ん
て
い
小
説
」
に
潜
ま
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
》

と
し
た
上
で
'
《
そ
の
秘
密
ゆ
え
に
「
黒
木
舜
平
」
と
い
う
覆
面
が
必
要
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
晩
年
」
に
も
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
》
と
い
う
仮

説
を
立
て
た
(
「
太
宰
治
を
研
究
す
る
人
の
た
め
に
」
注
1
参
照
)
0

山
内
群
史

氏
も
そ
こ
に
注
目
し
'
《
「
断
崖
の
錯
覚
」
は
、
い
わ
ば
自
ら
が
主
役
と
な
り

起
訴
猶
予
と
な
っ
た
事
件
に
関
わ
る
表
現
を
多
-
含
ん
だ
犯
罪
小
説
で
あ
っ
た

た
め
に
、
匿
名
に
し
て
-
れ
る
よ
う
依
頼
し
た
の
で
あ
ろ
う
》
と
述
べ
て
い
る

(
「
解
題
」
『
太
宰
治
全
集
第
十
巻
』
一
九
九
〇
・
十
二
も
筑
摩
書
房
)
0

花
田
俊

兄
の
と
こ
ろ
へ
お
送
り
し
ま
し
た
。

三
十
七
枚
と
い
ふ
「
し
ろ
も
の
」
で

あ
り
ま
す
。お
つ
い
で
の
と
き
、
田
中
直
樹
氏
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
行
つ

て
下
さ
い
。

相
な
る
べ
-
は
貴
兄
は
、
こ
の
「
し
ろ
も
の
」
を
読
ま
ざ
ら

ん
こ
と
を
。

恥
か
し
-
て
'
か
な
は
な
い
。

多
分
、
没
書
で
あ
ら
う
と
思

ひ
ま
す
が
、
高
二
よ
ろ
し
い
と
成
っ
た
ら
'
名
前
だ
け
は
、
「
黒
木
舜

平
」
と
原
稿
ど
ほ
り
の
名
前
に
し
て
下
さ
る
や
う
う
く
れ
ぐ
れ
も
た
の
み
ま

す
。

で
な
い
と
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
-
ま
す
か
ら
。

で
は
'
ご
め
ん

だ
う
で
も
お
ね
が
ひ
し
ま
す
。

こ
の
書
簡
を
見
る
と
'
特
に
波
線
部
の
文
面
な
ど
か
ら
、
私
生
活
に
原
因
を

求
め
る
諸
説
に
も
首
肯
で
き
る
。

し
か
し
同
時
に
、
傍
線
部
の
《
例
の
た
ん
て

い
小
説
》
、
窒
l
十
七
枚
と
い
ふ
「
し
ろ
も
の
」
》
'
《
こ
の
「
し
ろ
も

の
」
》
、
《
恥
か
し
-
て
'
か
な
は
な
い
》
、
《
多
分
、
没
書
で
あ
ら
う
と
思

ひ
ま
す
》
と
い
っ
た
文
面
に
注
目
し
た
と
き
、
私
生
活
だ
け
に
原
因
を
帰
す
こ



と
に
、
違
和
が
生
じ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。

た
と
え
ば
花
田
氏
の
《
過
剰
防
衛

を
必
要
と
す
る
ほ
ど
「
断
崖
の
錯
覚
」
に
殺
人
体
験
者
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る

ヽ
ヽ
ヽ

こ
と
を
作
者
自
身
が
察
知
し
て
い
た
》
と
い
う
考
え
方
は
、
太
宰
の
自
作
に
対

す
る
'
過
剰
な
卑
下
や
自
噂
の
言
葉
と
照
応
し
な
い
の
だ
。

つ
ま
-
こ
の
書
簡

を
根
拠
に
す
る
な
ら
ば
へ
私
生
活
に
秘
匿
の
原
因
を
見
出
す
の
で
は
な
く
、
「
断

崖
の
錯
覚
」
と
い
う
作
品
自
体
の
出
来
映
え
や
'
太
宰
の
「
探
偵
小
説
」
「
大
衆

文
学
」
に
対
す
る
姿
勢
を
'
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
0

同
じ
こ
と
が
「
断
崖
の
錯
覚
」
と
他
の
初
期
作
品
と
の
関
係
か
ら
も
言
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
「
断
崖
の
錯
覚
」
は
'
「
道
化
の
華
」
(
「
日
本
浪
畳
派
」
一

九
三
五
・
五
)
の
作
中
人
物
《
僕
》
に
よ
る
三
人
称
小
説
と
'
非
常
に
類
似
し

W
,

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
心
中
事
件
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て

い
る
と
い
う
点
で
は
'
第
一
創
作
集
『
晩
年
』
(
一
九
三
六
・
六
、
砂
子
屋
書
房
)

の
冒
頭
に
配
置
さ
れ
た
「
菓
」
(
「
鶴
」
一
九
三
四
・
四
)
や
、
第
二
創
作
集

『
虚
構
の
妨
径
、
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』
(
l
九
三
七
・
六
、
新
潮
社
)
に
収
め
ら

れ
た
「
虚
構
の
春
」
(
「
文
学
界
」
一
九
三
六
・
七
)
と
の
類
似
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。こ

の
よ
う
に
「
断
崖
の
錯
覚
」
は
、
多
-
の
初
期
作
品
と
の
類
似
点
が

見
出
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
'
作
品
の
扱
わ
れ
方
は
仝
-
対
照
的
で
あ
っ
た
。

太
宰
は
「
道
化
の

華
」
に
つ
い
て
、
《
日
本
に
ま
だ
な
い
小
説
だ
と
友
人
間
に
威
張
っ
て
ま
は
》

-
(
「
川
端
康
成
へ
」
「
文
垂
通
信
」
一
九
三
五
・
十
)
へ
第
一
回
芥
川
賞
の
候
補

作
に
無
理
矢
理
割
-
込
ま
せ
た
。

『
晩
年
』
に
つ
い
て
も
、
《
年
々
歳
々
、
い
よ

い
よ
色
渡
-
'
き
み
の
眼
に
も
き
み
の
胸
に
渉
透
し
て
行
-
に
ち
が
ひ
な
い
》

太
宰
治
と
「
通
俗
小
説
」

と
語
-
(
「
も
の
思
ふ
葦
」
「
文
蛮
雑
誌
」
一
九
三
六
二
)
へ
第
三
回
芥
川
賞
授

賞
を
佐
藤
春
夫
に
強
く
懇
願
し
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
ら
と
類
似
し
た
「
断
崖
の

錯
覚
」
に
対
し
て
は
、
《
例
の
た
ん
て
い
小
説
》
と
強
-
自
噸
L
へ
「
黒
木
舜
平
」

と
い
う
匿
名
で
発
表
し
た
上
で
、
そ
の
存
在
を
生
涯
秘
匿
し
続
け
た
。

さ
ら
に
太
宰
は
そ
の
後
へ
「
通
俗
小
説
」
や
「
探
偵
小
説
」
と
い
う
言
葉
を
'

否
定
的
な
表
象
と
し
て
繰
り
返
し
用
い
て
い
っ
た
。

「
八
十
八
夜
」
(
「
新
潮
」
一

九
三
九
・
八
)
で
は
、
主
人
公
《
笠
井
一
》
が
《
頗
る
へ
非
良
心
的
な
、
そ
の
ヽ

場
限
-
の
作
品
》
を
書
-
《
通
俗
小
説
》
作
家
と
し
て
描
か
れ
'
《
昨
今
、
通

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

俗
に
さ
へ
行
き
づ
ま
》
る
と
い
う
形
で
小
説
が
進
行
し
て
い
-
0

ま
た
「
女
の

決
闘
」
(
「
月
刊
文
章
」
l
九
四
〇
・
l
～
六
)
で
は
'
《
怒
-
も
、
憧
れ
も
、

歓
び
も
失
》
っ
た
《
芸
術
家
》
が
'
《
実
に
く
だ
ら
ぬ
通
俗
小
説
ば
か
り
を
書

-
や
う
に
な
-
ま
し
た
》
、
《
ふ
や
け
た
浅
墓
な
通
俗
小
説
ば
か
-
を
書
-
や

う
に
な
り
ま
し
た
》
と
い
う
形
で
小
説
は
終
結
し
て
い
-
0

後
に
詳
し
-
見
る

が
'
「
断
崖
の
錯
覚
」
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
「
道
化
の
華
」
で
も
、
三
人
称
の

小
説
を
書
-
《
僕
》
と
い
う
作
家
が
、
自
作
を
《
こ
れ
は
通
俗
小
説
で
な
か
ら

う
か
》
と
危
供
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
断
崖
の
錯
覚
」
と
同
様
に
'
殺
人
と
犯

罪
者
の
心
理
を
措
い
た
「
犯
人
」
(
「
中
央
公
論
」
一
九
四
八
・
一
)
に
対
し
て
、

太
宰
は
《
あ
れ
は
探
偵
小
説
で
は
な
い
の
だ
》
と
'
強
い
調
子
で
述
べ
て
い
た

(
「
如
是
我
聞
」
「
新
潮
」
一
九
四
八
二
二
～
七
)
0

こ
の
よ
う
に
「
道
化
の
華
」
、
『
晩
年
』
に
よ
る
芥
川
賞
へ
の
拘
泥
や
、
そ
の

後
の
太
宰
の
様
々
な
言
動
を
顧
み
て
も
'
私
生
活
の
事
情
で
は
な
-
'
「
大
衆
文

o学
」
や
「
通
俗
小
説
」
に
対
す
る
強
い
反
発
意
識
に
、
「
断
崖
の
錯
覚
」
秘
匿

三
一



の
原
因
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
-
の
だ
。

-
し
か
し
、
そ
れ
自
体
は
特
に
目

新
し
い
見
解
で
は
あ
る
ま
い
。

太
宰
の
通
俗
性
へ
の
反
発
に
つ
い
て
は
、
「
断
崖

の
錯
覚
」
こ
そ
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
反
俗
精
神
」
や

「
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
形
で
、
こ
れ
ま
で
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で

あ
る
。こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
'
太
宰
の
「
反
俗
精
神
」
そ
れ
自
体
で
は
な

-
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
-
る
「
断
崖
の
錯
覚
」
と
他
の
初
期
作
品
と
の
関
係
な

S
3
i

二
へ
　
「
断
崖
の
錯
覚
」
と
《
実
験
的
小
説
》
の
類
似
点

近
年
ま
で
「
川
端
康
成
へ
」
(
前
出
)
の
記
述
か
ら
'
「
道
化
の
華
」
は
一
九

三
二
年
秋
に
脱
稿
さ
れ
た
と
い
う
定
説
が
あ
っ
た
。

し
か
し
赤
木
孝
之
氏
は
'

詳
細
な
実
証
的
考
察
に
よ
-
、
「
道
化
の
華
」
の
脱
稿
時
期
を
三
四
年
中
だ
と
確

定
さ
せ
た
。
そ
の
上
で
も
太
宰
は
「
道
化
の
華
」
を
契
機
に
、
「
列
車
」
「
思
ひ

出
」
「
魚
服
記
」
な
ど
の
《
伝
統
的
客
観
小
説
》
を
離
れ
へ
「
菓
」
「
猿
面
冠
者
」

「
玩
具
」
な
ど
の
《
実
験
的
小
説
》
を
次
々
と
執
筆
し
て
い
っ
た
事
実
を
明
ら
か

に
し
た
(
「
太
宰
治
「
道
化
の
華
」
の
成
立
」
『
仮
面
の
異
端
者
た
ち
』
1
九
九

〇
・
六
、
朝
日
書
林
)
0

こ
の
赤
木
氏
の
鋭
い
考
察
に
導
か
れ
つ
つ
、
「
断
崖
の

錯
覚
」
を
再
び
顧
み
た
と
き
へ
そ
こ
に
ま
た
新
た
な
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
。

「
断
崖
の
錯
覚
」
は
「
魚
服
記
」
(
三
三
年
一
月
下
旬
脱
稿
)
と
「
道
化
の
華
」

(
7
)

(
三
四
年
中
脱
稿
)
と
の
間
の
三
三
年
十
一
月
に
脱
稿
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
す

な
わ
ち
へ
「
断
崖
の
錯
覚
」
を
境
と
し
て
、
太
宰
の
《
伝
統
的
客
観
小
説
》
か
ら

三
二

《
実
験
的
小
説
》
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
《
た

ん
て
い
小
説
》
と
し
て
自
噸
し
、
そ
の
後
も
秘
匿
し
続
け
た
「
断
崖
の
錯
覚
」

と
い
う
作
品
が
'
当
時
の
太
宰
に
と
っ
て
、
あ
る
種
の
転
機
と
な
っ
た
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
の
だ
。

こ
こ
に
、
安
藤
宏
氏
も
「
課
遷
」
と
し
た
、
「
断
崖
の
錯
覚
」
と
他
の
初
期
作

品
と
の
比
較
を
行
う
必
要
性
が
、
よ
り
l
層
高
ま
っ
て
い
-
0

そ
こ
で
本
節
よ

り
'
対
照
的
な
扱
い
を
受
け
た
両
者
の
内
容
に
注
目
し
、
そ
の
類
似
点
と
相
違

点
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
き
た
い
。

太
宰
は
第
一
回
芥
川
賞
を
逃
し
た
際
へ
「
道
化
の
華
」
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
た
。

「
道
化
の
華
」
は
'
三
年
前
、
私
、
二
十
四
歳
の
夏
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
0

「
海
」
と
い
ふ
題
で
あ
っ
た
.

友
人
の
今
宮
二
伊
馬
鵜
平
に
読
ん
で
も
ら

っ
た
が
そ
れ
は
'
現
在
の
も
の
に
-
ら
べ
て
、
た
い
へ
ん
素
朴
な
形
式
で
'

作
中
の
「
僕
」
と
い
ふ
男
の
独
自
な
ぞ
は
仝
-
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

物

語
だ
け
を
き
ち
ん
と
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(
中
略
)
私
の
そ
の

原
始
的
な
端
正
で
さ
へ
あ
っ
た
　
「
海
」
と
い
ふ
作
品
を
ず
た
ず
た
に
切
り

き
ざ
ん
で
、
「
僕
」
と
い
ふ
男
の
顔
を
作
中
の
随
所
に
出
没
さ
せ
、
-

(
後
略
)
(
「
川
端
康
成
へ
」
前
出
)

太
宰
は
「
海
」
と
い
う
《
た
い
へ
ん
素
朴
な
形
式
》
を
持
つ
小
説
へ
《
き
ち

ん
と
ま
と
め
あ
げ
》
ら
れ
た
《
物
語
》
を
へ
そ
の
ま
ま
発
表
し
な
か
っ
た
。

そ

れ
は
《
原
始
的
な
端
正
》
と
さ
れ
へ
敢
え
て
《
ず
た
ず
た
に
切
り
き
ざ
》
ま
れ

た
「
道
化
の
華
」
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
彼
は
へ
そ
の
経
緯
を



わ
ざ
わ
ざ
自
分
で
表
明
し
て
い
た
。

こ
の
強
い
執
筆
姿
勢
は
'
他
の
初
期
作
品
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。

「
猿
面
冠

者
」
(
「
鶴
」
一
九
三
四
・
七
)
で
は
、
小
説
が
一
旦
完
結
し
な
が
ら
へ
直
後
に

《
(
風
の
便
り
は
こ
こ
で
終
ら
ぬ
。

)
》
と
い
う
言
葉
が
付
さ
れ
、
《
あ
な
た
は

私
を
お
だ
ま
し
な
さ
い
ま
し
た
》
と
'
作
中
人
物
が
作
家
に
文
句
を
言
い
出
し
、

《
書
き
か
け
》
の
ま
ま
小
説
は
放
棄
さ
れ
る
。

「
玩
具
」
(
「
作
品
」
一
九
三
五
・

七
)
は
、
『
晩
年
』
に
収
録
さ
れ
た
際
、
完
結
し
て
い
る
等
の
小
説
の
末
尾
に
、

ヽ
ヽ

初
出
時
に
な
か
っ
た
《
(
未
完
)
》
と
い
う
言
葉
が
、
わ
ざ
わ
ざ
付
け
加
え
ら

れ
て
い
た
。

《
実
験
的
小
説
》
と
称
さ
れ
る
太
宰
の
初
期
作
品
で
は
'
《
形
式

的
完
成
》
が
一
旦
成
立
し
て
い
な
が
ら
も
そ
れ
が
敢
え
て
《
切
-
き
ざ
》
ま
れ

壊
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
「
め
-
ら
草
紙
」
(
「
新
潮
」
一
九
三
六
・
l
)
に
は
次
の

よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

さ
う
し
て
も
　
そ
の
小
説
に
は
ゆ
る
ぎ
な
き
首
尾
が
完
備
し
て
あ
っ
て
、

-
私
も
ま
た
、
そ
の
や
う
な
へ
小
説
ら
し
い
小
説
を
書
か
う
と
し
て
ゐ

蝣
ォ
ー
(
中
略
)
も
し
友
人
が
,
そ
の
小
説
を
読
み
、
「
お
れ
は
君
の
あ
の
小

説
の
た
め
に
救
は
れ
た
。
」
と
言
っ
た
な
ら
、
私
も
ま
た
へ
な
か
な
か
、
た

め
に
な
る
小
説
を
書
い
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ら
う
か
。

/
け
れ

ど
も
へ
も
う
、
い
や
だ
。

水
が
、
音
も
な
-
這
ひ
、
伸
び
て
ゐ
る
様
を
'

い
ま
'
こ
の
目
で
'
見
て
し
ま
っ
た
か
ら
'
も
う
、
山
師
は
'
い
や
だ
。

お
小
説
。

東
郷
克
美
氏
は
こ
の
箇
所
に
注
目
し
た
上
で
も
当
時
の
太
宰
が
《
首
尾
と
と

の
っ
た
「
小
説
ら
し
い
小
説
」
の
否
定
》
を
志
向
し
て
い
た
と
指
摘
し
、
彼
の

太
宰
治
と
「
通
俗
小
説
」

《
実
験
的
小
説
》
に
つ
い
て
、
《
形
式
的
完
成
の
み
を
め
ざ
し
た
傑
作
の
た
め

の
傑
作
》
を
敢
え
て
忌
避
L
へ
《
意
図
さ
れ
た
「
未
完
」
》
と
い
う
要
素
が
付

(
c
o

与
さ
れ
て
い
る
点
に
へ
そ
の
特
性
を
見
出
し
た
。

実
は
こ
れ
と
非
常
に
類
似
し
た
性
質
を
'
「
断
崖
の
錯
覚
」
も
持
っ
て
い
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
「
断
崖
の
錯
覚
」
は
'
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
'
「
道

化
の
華
」
.の
三
人
称
小
説
の
部
分
と
'
非
常
に
類
似
し
て
.

い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
き
た
。具
体
的
に
は
、
風
景
描
写
と
心
中
事
件
を
蓮
材
に
し
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
描
写
や
モ
デ
ル
の
類
似
だ
け
で
な
-
、
殺
人
を
`
犯
し
た

《
私
》
が
'
捕
ま
る
こ
と
も
な
-
'
死
ぬ
こ
と
も
な
-
'
何
の
罰
も
受
け
ず
'

《
お
の
れ
の
殺
し
た
少
女
に
対
す
る
や
る
せ
な
い
追
憶
に
ふ
け
り
つ
＼
あ
え

ぎ
-
そ
の
日
を
送
っ
て
ゐ
る
》
と
い
う
結
末
部
に
つ
い
て
.

も
、
同
様
の
指
摘

ヽ
ヽ
ヽ

が
為
さ
れ
た
の
だ
。
小
松
史
生
子
氏
は
《
こ
こ
に
は
、
物
語
が
終
わ
る
こ
と
に

対
す
る
拒
否
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
》
(
傍
点
=
原
文
)
と
し
、
《
作
品
と
作

者
と
の
「
永
遠
の
照
り
返
し
」
を
(
嘘
)
と
し
て
表
現
す
る
太
宰
文
学
も
'
完

結
性
を
も
た
な
い
物
語
-
作
者
と
作
品
の
間
を
永
久
往
還
運
動
す
る
物
語
に

違
い
な
い
》
と
指
摘
し
た
(
「
太
宰
治
へ
(
私
)
と
(
痩
)
と
探
偵
小
説
」
「
国
語

通
信
」
二
〇
〇
一
・
十
二
)
。

つ
ま
り
「
断
崖
の
錯
覚
」
は
、
《
意
図
さ
れ
た

「
未
完
」
》
と
い
う
点
で
も
'
「
道
化
の
華
」
や
他
の
《
実
験
的
小
説
》
と
、
非

常
に
類
似
し
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。



三
、
「
断
崖
の
錯
覚
」
と
《
実
験
的
小
説
》
の
相
違
点

「
断
崖
の
錯
覚
」
は
発
見
時
に
、
《
太
宰
治
固
有
の
モ
チ
ー
フ
が
随
所
に
横
溢

し
て
お
-
'
仮
-
に
こ
れ
が
「
晩
年
」
の
中
に
入
っ
て
い
て
も
'
他
の
所
収
作

品
に
比
し
て
そ
れ
ほ
ど
見
劣
り
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
》
(
東
郷
氏
・
前
掲
注

1
)
と
評
さ
れ
た
。

そ
れ
は
主
に
へ
題
材
や
風
景
描
写
の
類
似
に
拠
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
要
素
に
留
ま
ら
ず
'
《
意
図
さ
れ
た
「
未
完
」
》
と
い

う
点
に
お
い
て
も
う
同
様
の
見
解
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
「
断
崖
の
錯
覚
」
は
匿
名
で
発
表
さ
れ
、
生
涯
秘
匿
さ

れ
た
O
で
は
両
者
に
、
一
体
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
っ
た
と
い
う
の
か
O
そ
こ

で
改
め
て
へ
「
断
崖
の
錯
覚
」
の
結
末
部
を
'
今
度
は
冒
頭
部
と
と
も
に
注
目
し

て
み
よ
う
。

(
冒
扇
部
)
　
そ
の
頃
の
私
は
、
大
作
家
に
な
り
た
-
て
'
大
作
家
に
な
る
た

め
に
は
へ
た
と
ヘ
ビ
の
や
う
な
つ
ら
い
修
業
で
も
、
ま
た
ど
の
や
う
な
大

き
い
犠
牲
で
も
'
そ
れ
を
忍
び
お
ほ
せ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
決
心
し
て
ゐ

た
。
大
作
家
に
な
る
に
は
、
筆
の
修
業
よ
り
も
'
人
間
と
し
て
の
修
業
を

ま
づ
し
て
置
か
な
-
て
は
か
な
う
ま
い
t
と
私
は
考
へ
た
。

恋
愛
は
も
と

引
,
ひ
と
の
細
君
を
盗
む
こ
と
や
、
一
夜
で
百
園
も
の
遊
び
を
す
る
こ

と
や
'
牢
屋
へ
は
い
る
こ
と
や
、
そ
れ
か
ら
株
を
買
っ
て
千
囲
も
う
け
た

り
t
 
l
嵩
減
損
し
た
り
す
る
こ
と
や
'
人
を
殺
す
こ
と
や
'
す
べ
て
ど
ん

な
経
験
で
も
ひ
と
と
ほ
り
は
し
て
置
か
ね
ば
い
い
作
家
に
な
れ
ぬ
も
の
と

信
じ
て
ゐ
た
。

(
結
末
部
)
　
高
専
が
う
ま
く
行
っ
た
。
(
中
略
)
　
私
は
'
ゆ
つ
く
-
落
ち
つ
き

な
が
ら
へ
尚
い
ち
に
ち
泊
っ
て
そ
れ
か
ら
東
京
へ
帰
っ
た
。

/
蔦
事
が
う

ま
く
行
っ
た
の
で
あ
る
。

す
べ
て
断
崖
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。

(
中
略
)
　
そ

れ
か
ら
、
五
年
経
っ
て
ゐ
る
。

し
か
し
'
私
は
無
事
で
あ
る
。

し
か
し
、

あ
＼
法
律
は
あ
ざ
む
き
得
て
も
う
私
の
心
は
無
事
で
な
い
の
だ
。

雪
に

対
す
る
日
ま
し
つ
の
る
こ
の
切
な
い
思
慕
の
念
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ら

う
0私
が
十
日
ほ
ど
名
を
借
-
た
か
の
新
進
作
家
は
'
い
ま
や
へ
ま
す

-
　
文
運
隆
々
と
さ
か
え
て
'
お
し
も
お
さ
れ
も
せ
ぬ
大
作
家
に
な
っ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
　
-
　
大
作
家
に
な
る
に
ふ
さ
は
し
き
殺
人
と

い
ふ
立
派
な
経
験
を
さ
へ
し
た
私
は
'
い
ま
だ
に
ひ
と
つ
の
傑
作
も
作
り

得
ず
'
お
の
れ
の
殺
し
た
少
女
に
対
す
る
や
る
せ
な
い
追
憶
に
ふ
け
り

つ
＼
あ
え
ぎ
-
そ
の
日
を
送
っ
て
ゐ
る
。

(
完
)
ヽ
ヽ

確
か
に
結
末
部
の
言
表
内
容
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
'
本
作
は
《
物
語
が
終
わ

ヽる
こ
と
に
対
す
る
拒
否
の
姿
勢
》
を
示
し
た
《
完
結
性
を
も
た
な
い
》
小
説
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
冒
頭
部
に
も
注
目
す
る
と
'
《
大
作
家
に
な

た
-
て
》
、
《
大
作
家
に
な
る
た
め
に
は
》
'
《
大
作
家
に
な
る
に
は
》
、

《
い
い
作
家
に
な
れ
ぬ
》
(
披
銀
部
)
な
ど
と
も
同
じ
よ
う
な
言
葉
が
何
度
も

繰
-
返
さ
れ
、
《
つ
ら
い
修
行
》
'
《
大
き
い
犠
牲
》
、
《
人
間
と
し
て
の
修

行
》
、
《
恋
愛
は
も
と
よ
-
》
、
《
牢
屋
へ
は
い
る
こ
と
》
'
《
人
を
殺
す
こ

と
》
(
傍
線
部
)
と
い
っ
た
、
様
々
な
布
石
が
打
た
れ
て
い
た
。

そ
の
布
石
を

非
常
に
精
確
に
受
け
る
形
で
'
結
末
部
の
《
高
事
が
う
ま
-
行
っ
た
》
'
《
寓



事
が
う
ま
-
行
っ
た
の
で
あ
る
》
'
《
大
作
家
に
な
る
に
ふ
さ
は
し
き
》
、

《
殺
人
と
い
ふ
立
派
な
経
験
を
さ
へ
し
た
私
》
な
ど
の
言
葉
が
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
'
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
で
'
《
十
日
ほ
ど
名
を
借
り
た
か

の
新
進
作
家
》
が
《
お
し
も
お
さ
れ
も
せ
ぬ
大
作
家
に
な
》
-
、
《
大
作
家
に

な
る
に
ふ
さ
は
し
き
殺
人
と
い
ふ
立
派
な
経
験
を
さ
へ
し
た
私
》
が
《
い
ま
だ

ヽ
ヽ
(
9
)

に
ひ
と
つ
の
傑
作
も
作
り
得
》
な
い
と
い
う
、
7
種
の
「
落
ち
」
ま
で
も
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
犯
罪
公
論
」
に
寄
稿
し
た
「
探
偵
小
説
」
で
あ
る

以
上
へ
《
断
崖
の
百
丈
の
距
離
が
、
も
た
ら
し
て
呉
れ
た
錯
覚
》
に
よ
り
へ

I
-
'
-
蝣
蝣
-
'
蝣

《
不
在
澄
明
》
(
ル
ビ
原
文
)
も
し
っ
か
-
と
成
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

ヽ
ヽ
ヽ

す
な
わ
ち
本
作
は
、
《
物
語
が
終
わ
る
こ
と
に
対
す
る
拒
否
の
姿
勢
》
を
示
ヽ

し
た
結
末
部
の
言
表
内
容
自
体
が
、
《
き
ち
ん
と
ま
と
め
あ
げ
》
ら
れ
た
《
完

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

結
性
》
の
中
で
'
語
ら
れ
て
い
る
小
説
で
あ
っ
た
。

換
言
す
れ
ば
、
「
断
崖
の
錯

覚
」
と
は
'
結
末
部
の
言
表
内
容
こ
そ
《
完
結
性
を
も
た
な
い
》
も
の
の
、
そ

の
形
式
に
お
い
て
は
《
ゆ
る
ぎ
な
き
首
尾
》
を
《
完
備
》
し
た
、
《
形
式
的
完

成
》
を
も
つ
小
説
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
点
こ
そ
が
'
一
旦
成
立
し
た

《
形
式
的
完
成
》
を
敢
え
て
《
切
-
き
ざ
》
ん
で
壊
し
'
《
首
尾
と
と
の
っ
た

「
小
説
ら
し
い
小
説
」
の
否
定
》
を
果
敢
に
実
践
し
た
「
道
化
の
華
」
や
、
他
の

《
実
験
的
小
説
》
と
の
大
き
な
相
異
で
あ
っ
た
。

ら
も
、
《
形
式
的
完
成
》
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
き
な
相
違
が
見
出
さ
れ
た
。

で
は
、
こ
う
し
た
性
質
を
持
つ
「
断
崖
の
錯
覚
」
の
存
在
が
'
太
宰
に
一
体
ど

の
よ
う
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
の
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
へ
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
へ
「
道
化
の
華
」
に
お
け
る
次
の
一
節
が
'
強
い
意

味
を
持
つ
。

ポ
ン
チ
画
の
大
家
。

そ
ろ
そ
ろ
僕
も
厭
き
て
来
た
。

こ
れ
は
通
俗
小
説

で
な
か
ら
う
か
。

(
中
略
)
　
さ
う
だ
。
大
発
見
を
し
た
わ
い
。

し
ん
底
か
ら

の
甘
ち
ゃ
ん
だ
。

甘
さ
の
な
か
で
こ
そ
も
僕
は
暫
時
の
憩
ひ
を
し
て
ゐ
る
。

あ
あ
へ
も
う
ど
う
で
も
よ
い
。

ほ
つ
て
置
い
て
呉
れ
。

道
化
の
華
と
や
ら

も
、
ど
う
や
ら
こ
こ
で
し
ぼ
ん
だ
や
う
だ
。

し
か
も
、
さ
も
し
く
醜
-
き

四
へ
　
「
断
崖
の
錯
覚
」
の
　
(
位
置
)

「
断
崖
の
錯
覚
」
は
'
他
の
《
実
験
的
小
説
》
と
多
く
の
類
似
点
を
も
ち
な
が

太
宰
治
と
「
通
俗
小
説
」

た
な
-
し
ぼ
ん
だ
。

完
壁
へ
の
あ
こ
が
れ
。

傑
作
へ
の
さ
そ
ひ
。

「
も
う
沢

つ
-
り
ぬ
し

山
だ
。

奇
蹟
の
創
造
主
。

お
の
れ
!
」

作
者
が
《
完
壁
》
や
《
傑
作
》
に
《
あ
こ
が
れ
》
て
し
ま
う
と
'
《
甘
さ
》

《
暫
時
の
憩
ひ
》
の
中
で
、
そ
の
作
品
は
《
さ
も
し
-
醜
-
き
た
な
く
し
ぼ
》

ん
で
い
き
'
自
ら
の
望
ま
ぬ
《
通
俗
小
説
》
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
。

実
際
に

太
宰
は
、
「
海
」
と
い
う
《
き
ち
ん
と
ま
と
め
あ
げ
》
ら
れ
た
《
物
語
》
を
そ
の

ま
ま
発
表
せ
ず
、
こ
の
引
用
部
の
よ
う
に
《
「
僕
」
と
い
ふ
男
の
顔
を
作
中
の

随
所
に
出
没
さ
せ
》
、
敢
え
て
《
ず
た
ず
た
に
切
り
き
ざ
》
ん
だ
作
品
に
仕
立

て
へ
そ
れ
を
「
道
化
の
華
」
と
し
て
三
四
年
に
脱
稿
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
文

脈
も
ふ
ま
え
る
と
、
直
前
の
三
三
年
十
一
月
に
脱
稿
さ
れ
へ
「
道
化
の
華
」
の

《
僕
》
に
よ
る
三
人
称
小
説
と
類
似
し
、
さ
ら
に
《
ゆ
る
ぎ
な
き
首
尾
》
を

《
完
備
》
し
た
「
断
崖
の
錯
覚
」
と
は
'
ま
さ
に
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
《
通

三
五



俗
小
説
》
と
合
致
す
る
の
だ
。

そ
し
て
こ
う
し
た
表
象
を
'
同
時
代
の
文
学
状

況
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
き
、
作
家
・
太
宰
治
に
お
け
る
「
断
崖
の
錯
覚
」
の

(
位
置
)
が
、
浮
き
彫
-
に
な
っ
て
い
-
の
で
あ
る
。

「
断
崖
の
錯
覚
」
や
「
道
化
の
華
」
が
脱
稿
さ
れ
た
三
三
年
～
三
四
年
は
'

「
文
芸
復
興
」
の
気
運
が
高
ま
り
、
「
純
文
学
」
と
い
う
言
葉
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア

ッ
プ
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

三
二
年
七
月
の
「
新
潮
」
の
特
集
「
純
文
学
は
何
処
へ
行
-
か
」
を
契
機
に
、

「
純
文
学
」
(
「
純
文
蛮
」
)
と
い
う
概
念
が
広
-
流
布
し
て
い
っ
た
こ
と
は
よ

(
1

0
)

知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
三
二
～
三
三
年
の
段
階
で
は
へ
ま
だ
「
純
文
学
」
と

い
う
概
念
に
対
し
て
、
強
い
疑
惑
が
持
た
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
同
特
集
の
言
説
を
見
て
も
、
岡
田
三
郎
は
《
純
文
学
の
「
純
」
と

は
'
絶
対
的
の
意
味
を
含
む
も
の
で
は
な
-
、
端
的
に
云
ふ
な
ら
、
大
衆
文
学
へ

通
俗
文
学
へ
そ
の
他
似
た
り
寄
っ
た
り
の
文
学
と
対
立
す
る
一
つ
の
文
学
を
'

呼
ぶ
た
め
に
用
ゐ
る
便
宜
上
の
も
の
で
し
か
な
い
》
と
指
摘
し
'
そ
う
し
た
ジ

ャ
ン
ル
区
分
を
強
く
批
判
し
て
い
た
。

ま
た
阿
部
知
二
も
、
《
純
文
学
》
と
は

《
大
衆
文
学
を
極
端
な
対
庶
物
と
し
て
仮
定
し
た
と
こ
ろ
の
'
比
較
法
に
よ
る

属
性
の
列
記
》
に
過
ぎ
ず
、
・
《
何
等
の
意
味
も
も
ち
は
し
な
い
》
と
断
じ
、
新

居
格
も
《
通
俗
小
説
で
な
い
が
故
に
へ
大
衆
小
説
で
な
い
が
故
に
純
文
垂
で
あ

る
と
考
へ
る
が
如
き
単
調
に
し
て
漠
然
た
る
思
惟
を
許
さ
な
い
》
と
述
べ
て
い

(
;
)

た
。三

三
年
に
入
っ
て
も
、
こ
う
し
た
認
識
が
大
き
-
変
わ
る
こ
と
は
な
-
'
幸

田
露
伴
や
正
宗
白
鳥
、
木
村
毅
、
佐
々
木
味
津
三
、
谷
崎
潤
一
郎
ら
に
よ
っ
て
も

三
六

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

「
大
衆
文
学
」
や
「
通
俗
小
説
」
で
は
な
い
と
い
う
意
味
し
か
持
た
な
い
「
純
文

(
1
2
)

学
」
概
念
の
暖
昧
さ
が
'
次
々
と
批
判
さ
れ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
へ
三
三
年
後
半
か
ら
、
《
文
蛮
復
興
と
云
ふ
鏡
山
な
標
語
》
の
中

で
《
大
衆
文
学
に
た
い
す
る
純
文
学
の
再
興
と
い
ふ
》
気
運
が
高
ま
っ
て
い

と
(
青
野
季
書
「
文
蛮
時
評
」
「
改
造
」
一
九
三
三
・
十
二
)
、
鈴
木
貞
美
氏
が

指
摘
し
た
よ
う
に
'
《
「
純
文
学
」
と
「
大
衆
文
学
」
の
境
界
は
暖
昧
》
な
ま

ま
へ
「
純
文
学
」
の
隆
盛
が
高
ら
か
に
誼
わ
れ
て
い
-
の
で
あ
る
(
『
日
本
の

「
文
学
」
概
念
』
一
九
九
八
・
十
へ
作
品
社
)
0

そ
の
中
で
、
竺
層
高
級
な
文

蛮
-
こ
れ
を
こ
の
国
で
は
「
純
文
蛮
」
と
呼
び
な
ら
は
し
て
ゐ
る
》
(
谷
川

徹
三
「
最
近
に
於
け
る
日
本
文
学
の
傾
向
」
「
行
動
」
一
九
三
三
・
十
)
な
ど
と
、

定
義
も
暖
味
な
ま
ま
'
「
純
文
学
」
(
「
純
文
蛮
」
)
と
い
う
言
葉
が
普
遍
化
し
て

(
3

い
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
た
認
識
の
延
長
上
に
設
定
さ
れ
た
「
芥
川
賞
」
で
も
、
l
《
芥
川
の
遺

風
を
ど
こ
と
な
-
ほ
の
め
か
す
や
う
な
、
少
な
-
と
も
純
蛮
術
風
な
作
品
に
与

へ
ら
れ
る
の
が
当
然
》
(
菊
池
寛
「
話
の
屑
篭
」
「
文
蛮
春
秋
」
一
九
三
五
二
一
)

と
し
て
、
明
確
な
定
義
も
な
い
ま
ま
'
「
純
文
学
」
作
品
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と

さ
れ
て
小
っ
た
.

ま
た
「
直
木
賞
」
で
も
'
第
五
回
に
井
伏
鱒
二
が
選
ば
れ
た

際
、
《
森
鴎
外
の
影
響
を
巧
み
に
受
け
入
れ
て
ゐ
る
》
(
小
島
政
二
郎
)
'
《
井

伏
君
が
純
文
学
と
し
て
書
い
た
も
の
》
(
久
米
正
雄
)
と
評
さ
れ
た
よ
う
に

(
「
文
蛮
春
秋
」
一
九
三
八
・
三
)
へ
「
大
衆
文
学
」
の
区
分
も
暖
味
な
ま
ま
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
「
純
文
学
」
対
「
大
衆
文
学
」
と
い
う



対
立
図
式
や
、
「
芥
川
賞
」
「
直
木
賞
」
の
詮
衡
基
準
が
'
暖
味
で
あ
っ
た
こ
と

そ
れ
自
体
で
は
な
-
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
'
当
時
の
作
家
が
「
純
文
学
」

「
通
俗
小
説
」
と
い
っ
た
概
念
に
、
何
ら
か
の
態
度
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
こ
と
な
の
だ
。

た
と
え
ば
「
純
粋
小
説
論
」
(
「
改
造
」
一
九
三
五
・
四
)

で
、
《
純
文
学
に
し
て
通
俗
小
説
'
こ
の
こ
と
以
外
に
'
文
聾
復
興
は
絶
対
に

有
-
得
な
い
》
と
述
べ
た
横
光
利
一
は
も
ま
ず
《
偶
然
と
感
傷
性
》
と
い
う
形

で
《
通
俗
小
説
》
の
定
義
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
そ
の
定

義
に
対
し
て
も
、
非
常
に
多
-
の
反
論
が
起
こ
っ
た
よ
う
に
'
「
文
芸
復
興
」
の

気
運
が
高
ま
る
中
で
'
各
々
の
作
家
は
、
「
純
文
学
」
や
そ
の
反
措
定
で
あ
る

「
大
衆
文
学
」
「
通
俗
小
説
」
と
い
う
暖
味
な
概
念
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
姿
勢

(
1
4
)

を
定
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
文
学
状
況
の
只
中
に
、
太
宰
は
《
生
活
費
を
稼
ぐ
》
た
め
へ
「
断
崖

の
錯
覚
」
を
「
犯
罪
公
論
」
に
執
筆
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、

暖
味
な
「
通
俗
小
説
」
と
い
う
概
念
を
'
結
果
的
に
、
具
現
化
す
る
機
会
と
な

(
1
5
)

っ
た
の
だ
。

彼
は
同
作
を
《
例
の
た
ん
て
い
小
説
》
と
強
-
自
噺
し
、
《
こ
の

「
し
ろ
も
の
」
》
と
ま
る
で
他
者
の
よ
う
に
扱
い
も
「
黒
木
舜
平
」
の
匿
名
で
発

表
し
へ
そ
の
存
在
を
秘
匿
し
続
け
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
徹
底
的
に
忌
避
す

る
態
度
を
と
お
し
て
、
「
断
崖
の
錯
覚
」
を
反
措
定
と
し
な
が
ら
へ
太
宰
は
彼
な

り
の
「
純
文
学
」
概
念
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
後
、
三

四
年
か
ら
多
-
の
《
実
験
的
小
説
》
が
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
《
こ
れ
は
通
俗
小
説
で
な
か
ら
う
か
》
と
い
う
強
い
危
倶
の
も

ア
リ
バ
イ

と
で
'
《
不
在
謹
明
》
や
「
落
ち
」
ま
で
成
立
さ
せ
た
「
断
崖
の
錯
覚
」
の

太
宰
治
と
「
通
俗
小
説
」

《
形
式
的
完
成
》
を
忌
避
し
な
が
ら
、
初
期
作
品
の
特
性
で
あ
る
《
意
図
さ
れ

た
「
未
完
」
》
が
'
志
向
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
断
崖
の
錯
覚
」

脱
稿
直
後
か
ら
'
先
に
注
目
し
た
「
道
化
の
華
」
(
三
四
年
中
脱
稿
)
へ
「
猿
面
冠

者
」
(
三
四
年
五
月
中
旬
脱
稿
)
、
「
め
-
ら
草
紙
」
(
三
五
年
十
月
二
六
日
脱
稿
)

を
は
じ
め
と
す
る
へ
太
宰
の
《
実
験
的
小
説
》
が
、
突
然
へ
次
々
と
生
成
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
,
ナ
考
え
る
と
、
多
-
の
類
似
点
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
'
「
断
崖
の
錯
覚
」

と
《
実
験
的
小
説
》
と
が
へ
対
照
的
な
扱
い
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
'

半
ば
必
然
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
し
て
'
彼
な
り
の
「
純
文
学
」
概

念
を
獲
得
し
た
太
宰
は
'
実
際
に
、
そ
の
後
「
道
化
の
華
」
や
『
晩
年
』
に
よ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

っ
て
へ
《
純
蛮
術
風
な
作
品
に
与
へ
ら
れ
る
の
が
当
然
》
(
菊
池
寛
)
と
さ
れ

た
「
芥
川
賞
」
に
'
強
い
自
信
を
み
せ
て
い
く
の
で
あ
る
-
。

三
三
年
十
7
月
に
脱
稿
さ
れ
た
「
断
崖
の
錯
覚
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
純

文
学
」
や
「
通
俗
小
説
」
概
念
へ
の
意
識
の
中
で
'
太
宰
治
に
《
実
験
的
小

説
》
執
筆
へ
の
転
機
を
も
た
ら
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。

結

太
宰
の
《
実
験
的
小
説
》
は
う
こ
れ
ま
で
非
常
に
多
-
の
研
究
が
為
さ
れ
'

そ
こ
か
ら
「
自
意
識
」
や
「
反
リ
ア
リ
ズ
ム
」
、
「
メ
タ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
な

ど
、
様
々
な
概
念
が
抽
出
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
《
実
験
的
小
説
》
執
筆
へ

の
転
機
に
な
っ
た
「
断
崖
の
錯
覚
」
の
存
在
は
'
ほ
と
ん
ど
黙
殺
さ
れ
て
き
た
。

三
七



そ
こ
で
い
ま
一
度
、
同
作
秘
匿
の
問
題
に
注
目
し
た
と
き
、
小
説
を
秘
匿
す

る
と
い
う
行
為
を
と
お
し
て
'
太
宰
は
「
通
俗
小
説
」
と
い
う
概
念
を
彼
な
り

に
具
現
化
し
、
ま
た
そ
れ
を
反
措
定
と
す
る
こ
と
で
'
そ
の
後
の
《
実
験
的
小

説
》
を
生
成
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
浮
き
彫
-
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

「
断
崖
の
錯
覚
」
と
は
'
当
時
の
文
学
状
況
の
中
で
、
作
者
・
太
宰
治
自
身
に
、

大
き
な
影
響
を
与
え
た
作
品
で
あ
っ
た
。

《
恥
か
し
-
て
'
か
な
は
な
い
》
、
《
こ

の
「
し
ろ
も
の
」
》
'
《
多
分
へ
没
書
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
》
と
い
う
太
宰
の
言

葉
や
'
生
涯
隠
匿
し
続
け
た
姿
勢
を
そ
の
ま
ま
受
け
る
形
で
'
我
々
ま
で
も
が
も

こ
の
作
品
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
太
宰
治
個
人
の
気
質
や
個
性
、
私
生
活
に
還
元
す
る
こ
と
な
-
、

「
文
芸
復
興
」
と
い
う
時
代
背
景
と
の
関
わ
-
の
中
で
も
《
実
験
的
小
説
》
の
特

性
を
我
々
に
示
す
と
い
う
点
に
お
い
て
'
二
十
五
年
前
の
「
断
崖
の
錯
覚
」
の

《
出
現
》
は
、
再
び
顧
み
ら
れ
る
べ
き
大
き
な
(
意
味
)
を
学
ん
で
い
た
の
で

あ
る
。

三
三
年
十
一
月
十
七
日
付
の
久
保
氏
宛
書
簡
に
拠
る
。

(
3
)
藤
原
耕
作
氏

(
「
日
本
文
学
」

「
断
崖
の
錯
覚
」

名
前
/
(
作
家
)

「
貨
幣
と
し
て
の
「
私
」
-
太
宰
治
「
断
崖
の
錯
覚
」
を
中
心
に
」

一
九
九
九
・
十
二
)
、
李
在
錫
氏
「
リ
ア
リ
ズ
ム
・
幻
想
・
法
律

論
」
(
「
九
大
日
文
」
二
〇
〇
二
・
七
)
'
松
本
和
也
氏
「
編
ら
れ
る

の
誕
生
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
二
〇
〇
四
・
九
)
な
ど
が

注(
-
)
東
郷
克
美
氏
「
太
宰
治
を
研
究
す
る
人
の
た
め
に
」
(
「
囲
文
学
解
釈
と
教
材
の

研
究
」
一
九
八
二
・
五
)
0

な
お
曾
根
博
義
民
も
、
山
内
氏
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
「
断

崖
の
錯
覚
」
の
存
在
を
確
認
し
た
(
「
太
宰
治
の
匿
名
小
説
」
「
評
言
と
構
想
」
一
九

八
二
二
)
0

(
2
)
「
太
宰
治
の
青
春
碑
」
(
「
群
像
」
1
九
八
1
・
七
1
『
太
宰
治
の
青
春
像
人
と
文

学
』
1
九
八
三
・
五
、
六
輿
出
版
1
『
太
宰
治
の
青
春
像
』
l
九
九
三
・
六
へ
朝
日

書
林
)
0

以
下
へ
久
保
氏
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
『
太
宰
治
の
青
春
像
』
(
朝
日
書

林
)
に
拠
る
。

な
お
へ
序
に
お
け
る
太
宰
の
発
言
の
引
用
は
、
一
節
で
詳
し
-
見
る

挙
げ
ら
れ
る
。

(
4
)
太
宰
が
寄
稿
し
た
の
は
'
「
文
化
公
論
」
の
前
身
誌
「
犯
罪
公
論
」
で
あ
り
、
主
に

探
偵
小
説
と
犯
罪
に
関
す
る
ゴ
シ
ッ
プ
か
ら
成
っ
て
い
た
。

(
5
)
山
内
群
史
氏
(
「
「
断
崖
の
錯
覚
」
に
つ
い
て
」
「
国
文
学
解
釈
と
観
賞
」
一
九

八
1
・
十
)
や
'
曾
根
博
義
民
(
前
掲
注
1
)
へ
東
郷
克
美
氏
(
前
掲
注
-
)
、
久
保

喬
氏
(
前
掲
注
2
)
ら
に
よ
っ
て
へ
発
掘
時
か
ら
へ
そ
の
類
似
が
多
-
指
摘
さ
れ
て

H
J
R
f
i

(
6
)
発
生
当
初
は
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
「
大
衆
文
芸
(
時
代
小

説
)
」
・
「
探
偵
小
説
」
・
「
通
俗
小
説
」
は
'
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
そ
の
区
分
が

暖
味
に
な
っ
て
い
っ
た
。

太
宰
も
三
二
年
六
月
九
日
付
の
工
藤
永
蔵
宛
書
簡
で
'
当

時
「
本
格
探
偵
小
説
家
」
と
さ
れ
て
い
た
浜
尾
四
郎
を
《
大
衆
小
説
》
の
《
作
家
》

と
称
し
、
浜
尾
に
憧
れ
る
中
村
貞
次
郎
を
《
新
進
大
衆
作
家
を
夢
み
て
居
た
》
と
形

容
L
で
い
る
よ
う
に
'
当
時
の
1
般
的
な
認
識
同
様
へ
そ
れ
ら
を
明
確
に
区
分
す
る

意
識
は
薄
か
っ
た
。

(
7
)
本
稿
に
お
け
る
各
作
品
の
脱
稿
時
期
に
つ
い
て
は
へ
山
内
群
史
氏
「
年
譜
」
(
『
太

宰
治
全
集
別
巻
』
l
九
九
二
・
四
、
筑
摩
書
房
)
へ
(
『
太
宰
治
全
集
1

3
』
1
九
九

九
・
五
、
筑
摩
書
房
)
も
参
照
し
た
。

(
8
)
「
太
宰
治
と
い
う
物
語
-
「
作
中
人
物
的
作
家
」
の
方
法
」
(
『
太
宰
治
と
い
う
物

語
』
二
〇
〇
l
二
二
へ
筑
摩
書
房
へ
初
出
=
『
迷
羊
の
ゆ
-
え
』
t
九
九
六
エ
バ
へ

翰
林
書
房
)
0

ま
た
へ
「
小
説
の
小
説
1
「
晩
年
」
の
実
験
2
」
(
同
、
初
出
=

「
国
文
学
解
釈
と
観
賞
」
1
九
八
五
・
十
l
、
原
題
「
「
晩
年
」
論
-
「
作
中
人
物

的
作
家
」
の
話
法
」
)
も
参
照
し
た
。

(
9
)
後
年
へ
志
賀
直
哉
が
「
犯
人
」
(
前
出
)
を
《
実
に
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ
た
ね
。始



め
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
し
ま
い
を
読
ま
な
-
つ
た
っ
て
落
ち
は
わ
か
っ

て
い
る
し
-
-
0

》
(
「
文
蛮
鼎
談
」
「
社
会
」
一
九
四
八
・
四
)
と
批
判
し
た
際
'

太
宰
は
《
落
ち
も
-
そ
も
な
い
》
'
《
「
落
ち
」
を
、
ひ
た
隠
し
に
隠
し
て
'
に
ゅ

っ
と
出
る
'
そ
れ
を
、
並
々
な
ら
ぬ
才
能
と
見
倣
す
先
輩
は
あ
は
れ
む
べ
き
哉
》
と

極
度
に
憤
慨
し
た
(
「
如
是
我
聞
」
前
出
)
0

(
S
)
「
純
文
学
と
大
衆
文
学
」
(
「
群
像
」
一
九
六
「
十
二
)
で
'
平
野
謙
が
最
初
に

そ
れ
を
指
摘
し
た
。

(
1
1
)
そ
れ
ぞ
れ
「
純
文
学
は
滅
亡
す
る
か
?
」
、
「
文
学
に
於
け
る
純
粋
性
」
へ
「
時
代
の

動
き
と
純
文
学
」
。

(
ほ
)
そ
れ
ぞ
れ
、
幸
田
露
伴
「
幸
田
露
伴
氏
に
物
を
訊
-
座
談
会
」
(
「
文
蛮
春
秋
」
l

九
三
三
二
l
)
'
正
宗
白
鳥
「
文
蛮
時
評
」
(
「
新
潮
」
t
九
三
三
・
三
)
へ
木
村
毅

「
純
文
学
と
大
衆
文
学
の
境
界
線
」
(
「
文
蛮
」
一
九
三
三
・
十
)
、
佐
々
木
味
津
三

「
大
衆
文
学
は
ど
う
な
る
だ
ら
う
か
」
(
「
新
潮
」
l
九
三
三
・
四
)
へ
谷
崎
潤
1
郎

「
直
木
君
の
歴
史
小
説
に
つ
い
て
」
(
「
文
蛮
春
秋
」
l
九
三
三
・
十
7
-
三
四
・

I
)
"

(
ほ
)
「
文
芸
復
興
」
期
に
お
け
る
「
純
文
学
」
隆
盛
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
企

図
さ
れ
る
「
文
芸
復
興
」
-
志
賀
直
哉
『
高
暦
赤
絵
』
に
見
る
「
変
態
現
象
」
」

(
「
国
文
学
研
究
」
二
〇
〇
五
二
ハ
)
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
E
)
「
純
文
学
」
「
通
俗
小
説
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
'
作
家
が
何
ら
か
の
姿
勢
を
要

請
さ
れ
た
「
文
芸
復
興
」
期
の
文
学
状
況
に
つ
い
て
は
'
拙
論
「
黙
殺
さ
れ
る
「
私

小
説
」
I
直
木
三
十
五
『
私
異
木
二
十
八
の
話
』
の
試
み
」
(
「
日
本
近
代
文
学
」

二
〇
〇
六
・
五
、
特
集
=
文
学
に
と
っ
て
(
通
俗
性
)
と
は
何
か
)
も
参
照
さ
れ
た

p
0
_
>

0
3
)
太
宰
は
「
文
芸
復
興
」
の
時
流
に
対
し
て
も
強
い
意
識
を
抱
い
て
い
た
.た

と
え

ば
「
猿
面
冠
者
」
(
前
出
)
の
作
中
で
は
《
い
ま
日
本
で
は
'
文
蛮
復
興
と
か
い
ふ

訳
の
わ
か
ら
ぬ
言
葉
が
声
高
-
叫
ば
れ
て
ゐ
て
'
い
ち
ま
い
五
十
銭
の
稿
料
で
も
つ

て
新
作
家
を
捜
し
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
。

こ
の
男
も
ま
た
へ
こ
の
機
を
逃
さ
ず
'
と

ば
か
り
に
原
稿
用
紙
に
向
つ
た
》
と
語
ら
れ
て
い
る
。

※
引
用
部
の
傍
線
・
傍
点
は
'
「
原
文
」
と
記
し
た
も
の
以
外
へ
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。

ま
た
引
用
は
原
則
と
し
て
初
出
に
拠
っ
た
。

な
お
'
旧
字
は
適
宜
新
字
に
あ
ら
た
め
へ

ル
ビ
は
省
略
し
た
。

太
宰
治
と
「
通
俗
小
説
」




