
　
　
　
　

論
文
要
旨

　

嘉
村
礒
多
は
、
昭
和
三
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
の
短
期
間
に
、
自
ら
の
身
辺

を
題
材
と
し
た
、
三
十
ほ
ど
の
短
編
小
説
を
書
い
た
だ
け
の
マ
イ
ナ
ー
作
家
で

あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
文
学
史
的
な
地
位
は
大
変
高
い
。
嘉
村
が
正
典
に
登

録
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
を
も
た
ら
し
た

も
の
は
、
発
表
さ
れ
た
作
品
に
対
す
る
、
同
時
代
の
評
者
の
熱
烈
な
支
持
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
代
評
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
デ
ビ
ュ
ー
以
来
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
両
陣

営
か
ら
一
定
の
肯
定
的
評
価
を
得
て
い
た
嘉
村
で
あ
っ
た
が
、
転
換
点
と
な
っ

た
の
は
、
昭
和
五
年
一
月
号
の
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
「
曇
り
日
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
、
嘉
村
は
私
小
説
と
い
う
限
定
を
突
破
し
て
、
時
代

を
超
え
た
人
間
性
を
描
い
た
作
家
と
し
て
認
知
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
作
品
は
主

人
公
の
「
私
」
の
卑
小
さ
を
徹
底
し
て
描
い
て
お
り
、
そ
の
一
貫
し
た
筆
致
が

同
時
代
の
評
者
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
て
い
た
。
た
だ
し
、「
曇
り
日
」
は
嘉

村
の
文
壇
的
地
位
を
決
定
的
に
高
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
昭
和
七
年
が
嘉
村
を

文
壇
の
頂
点
に
押
し
上
げ
た
年
と
な
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
【
嘉
村
磯
多
、
私
小
説
、
正
典
化
、「
曇
り
日
」、
同
時
代
評
】

　
　
　
　

１

　

嘉
村
礒
多
と
は
ど
の
よ
う
な
作
家
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い

か
け
が
、
現
在
、
意
味
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
、
嘉
村
礒
多
は
忘
れ
ら

れ
た
存
在
で
あ
る
。
昭
和
三
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
活
動
し
た
に
す
ぎ
な
い
嘉

村
の
作
品
を
、
一
般
読
者
が
自
発
的
に
興
味
を
も
っ
て
手
に
取
る
可
能
性
は
極

め
て
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
〈
私
小
説
作
家
〉

嘉
村
礒
多
は
如
何
に
文
学
史
的
に
生
き
残
っ
た
の
か
？

山　

本　

芳　

明

（37） 
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に
つ
い
て
思
い
入
れ
た
っ
ぷ
り
に
語
る
作
家
は
、同
じ
く
〈
私
小
説
作
家
〉
だ
っ

た
車
谷
長
吉
ぐ
ら
い
し
か
見
当
た
ら
な
い（
１
）。
あ
る
意
味
、
現
在
、
嘉
村
礒
多
は

死
ん
で
い
る
。
し
か
し
、過
去
の
近
代
文
学
研
究
や
評
論
に
眼
を
転
じ
た
と
き
、

嘉
村
の
〈
地
位
〉
は
眼
を
見
張
る
ほ
ど
高
い
。

　

例
え
ば
、日
本
近
代
文
学
館
編
集
の
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
一
巻
（
昭

52
・
11
刊
）
で
嘉
村
に
与
え
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
は
一
頁
（
四
段
、
一
段
は
18
字

×
35
行
）
と
一
段
半
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
嘉
村
の
師
匠
の

西
善
蔵
の
二
頁
と

一
段
、
梶
井
基
次
郎
の
二
頁
と
一
段
半
の
約
半
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
嘉
村
と

同
時
期
に
活
動
し
、
あ
る
意
味
で
嘉
村
以
上
に
注
目
さ
れ
て
い
た
吉
行
エ
イ
ス

ケ
は
約
三
分
の
二
段
で
あ
る
し
、
龍
胆
寺
雄
は
約
一
段
に
過
ぎ
な
い
。
久
米
正

雄
は
、
一
頁
と
二
段
で
、
嘉
村
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ス
ペ
ー
ス
の

広
さ
は
、
こ
の
事
典
が
構
想
さ
れ
た
昭
和
四
十
年
代
後
半
の
文
学
者
に
対
す
る

評
価
を
端
的
に
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
嘉
村
に
対
す
る
評
価

は
、
自
分
の
身
辺
を
題
材
と
し
た
短
編
小
説
が
三
十
程
度
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
生

前
の
単
行
本
が
限
定
五
百
部
で
出
版
さ
れ
、
死
後
、
昭
和
九
年
に
出
版
さ
れ
た

全
集
も
限
定
千
部
に
過
ぎ
な
い（
２
）作
家
に
し
て
は
、
大
変
な
好
待
遇
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
何
と
い
っ
て
も
、
大
正
・
昭
和
を
通
じ
て
、
文
壇
の
中
心
的
存
在

だ
っ
た
久
米
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
ス
ペ
ー
ス
な
の
だ
か
ら
…
…
。
現
在
、
も
っ
と

も
権
威
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
典
の
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
だ
け
で
云
々
す
る
わ
け

に
い
か
な
い
と
す
る
と
、
桶
谷
秀
昭
の
『
昭
和
精
神
史
』（
平
４
・
６
刊
）
の
記

述
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

彼
は
第
四
章
「
革
命
と
国
家
」
で
、「
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
つ
て
眼
を
外
に

む
け
、唯
物
弁
証
法
に
よ
つ
て
彼
の
な
か
に
あ
る
修
身
の
倫
理
感
覚
を
封
殺
し
、

職
場
を
追
は
れ
、
郷
里
を
捨
て
、
非
合
法
生
活
に
入
つ
て
現
世
へ
の
退
路
を
絶

た
れ
て
死
ん
だ
」
小
林
多
喜
二
の
「
生
涯
」
と
対
照
さ
せ
る
た
め
に
、
同
様
に

「
退
路
を
絶
つ
覚
悟
」を
し
た
存
在
と
し
て
嘉
村
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。し
か
も
、

桶
谷
は
嘉
村
の
「
罪
悪
感
を
伴
ふ
、
異
常
な
ま
で
の
自
虐
的
な
自
己
意
識
」
を

「
心
情
の
純
粋
結
晶
体
」
と
し
て
、「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
天
皇
制
の
転
覆
を
い

ふ
な
ら
、
ほ
ん
た
う
に
立
ち
向
ふ
べ
き
」
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

或
は
、
饗
庭
孝
男
は
『
日
本
近
代
の
世
紀
末
』（
平
２
・
10
刊
）
の
中
で
、「
明

治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
親
鸞
の
再
評
価
、
あ
る
い
は
再
検
討
を
、
と
く
に
自

ら
の
生
活
体
験
に
ひ
き
よ
せ
、
そ
の
内
側
か
ら
と
ら
え
る
と
い
う
気
運
が
昂

ま
っ
た
」
例
と
し
て
、
嘉
村
礒
多
を
、
仏
教
改
革
運
動
の
中
心
人
物
で
あ
る
清

沢
満
之
・
近
角
常
観
と
と
も
に
あ
げ
て
い
る
（「『
制
度
』
と
『
自
然
』
―
―
宗

教
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
―
―
」）。

　

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
嘉
村
が
活
動
時
期

の
大
変
短
い
、
生
前
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
出
し
た
こ
と
も
な
い
マ
イ
ナ
ー
作
家

と
は
思
わ
れ
な
い
ぐ
ら
い
重
要
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
嘉
村
は
〈
正
典
〉
と
し
て
文
学
史
に
登
録
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
誤

り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
地
位
を
マ
イ
ナ
ー
作
家
で
し
か
な
い

嘉
村
は
獲
得
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
嘉
村
の
作
品
が
同
時
代
の

読
者
に
与
え
た
衝
撃
の
た
め
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

伊
藤
整
は
「
私
な
ど
は
、
は
じ
め
の
う
ち
は
、
宇
野
浩
二
が
古
風
な
地
味
な

嘉
村
の
作
品
を
こ
と
ご
と
し
く
賞
讃
す
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
新
感
覚
派
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ば
や
り
の
時
勢
に
対
す
る
厭
が
ら
せ
だ
、
と
思
つ
て
ゐ
た
。
し
か
し
嘉
村
が
昭

和
五
年
に
『
新
潮
』
に
『
秋
立
つ
ま
で
』
を
書
き
、
昭
和
七
年
二
月
に
『
中
央

公
論
』
に
『
途
上
』
を
書
き
、
更
に
『
神
前
結
婚
』
を
書
く
に
及
ん
で
、
新
興

芸
術
派
も
形
式
主
義
も
、
私
の
主
張
し
た
新
心
理
主
義
も
、
そ
れ
に
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
諸
作
品
ま
で
が
、
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
間
違
つ
た
考
へ
方
を
し
て
ゐ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
疑
ひ
に
私
は
苦
し
め
ら
れ
た
。
／
嘉
村
礒
多
の
出

現
は
、
大
正
十
三
年
頃
か
ら
続
い
て
ゐ
た
技
術
的
な
又
は
思
想
的
な
文
学
革
命

の
思
想
に
冷
水
を
あ
び
せ
る
や
う
な
も
の
が
あ
つ
た
。」（「
昭
和
前
期
の
『
新

潮
』」「
新
潮
」
昭
30
・
４
）
と
回
想
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
後
年
の
回
想
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
検
証
し
て
い
く
よ
う
に
、

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
状
況
が
十
分
に
再
現
さ
れ
ず
に
、不
正
確
な
部
分
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
嘉
村
礒
多
の
出
現
は
、
大
正
十
三
年
頃
か
ら
続
い
て
ゐ
た

技
術
的
な
又
は
思
想
的
な
文
学
革
命
の
思
想
に
冷
水
を
あ
び
せ
る
や
う
な
も
の

が
あ
つ
た
。」
と
い
う
記
述
は
嘉
村
を
過
大
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
同
時
代
の
評
価
に
比
較
す
れ
ば
、
ま
だ
穏
や
か
で
あ
る
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
平
野
謙
は
昭
和
十
二
年
十
月
号
の
「
人
民
文
庫
」
に
発
表
さ
れ
た

「
文
学
の
現
代
的
性
格
と
そ
の
典
型
（
承
前
）
―
―
高
見
順
論
―
―
」
で
、
嘉

村
の
位
置
を
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
私
は
嘉
村
礒
多
の
文
学
を
わ
が
私
小
説
の

ひ
と
つ
の
極
北
と
信
じ
て
ゐ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
運
動
の
昂
揚
の
か
げ

に
押
し
ひ
し
が
れ
つ
つ
辛
く
も
生
き
ぬ
い
て
き
た
そ
の
文
学
は
、
雨
風
に
曝
さ

れ
て
当
然
明
治
・
大
正
期
の
私
小
説
と
は
外
貌
を
異
に
す
る
変
質
を
蒙
つ
て
ゐ

た
。
其
処
に
あ
る
も
の
は
も
は
や
何
ら
の
救
ひ
も
な
い
業
苦
と
我
執
と
自
己
苛

責
に
み
ち
み
ち
た
陰
惨
き
は
ま
る
風
景
で
し
か
な
い
。
人
間
修
業
と
か
自
己
完

成
を
心
が
け
る
余
裕
な
ど
既
に
何
処
に
も
あ
り
は
し
な
い
の
だ
。
／
か
や
う
な

嘉
村
礒
多
を
一
方
の
ポ
ー
ル
に
引
き
据
ゑ
て
私
小
説
の
伝
統
を
も
う
一
度
振
り

返
る
時
、
基
本
的
に
は
上
述
の
や
う
な
性
格
を
孕
み
つ
つ
も
そ
れ
は
ふ
た
つ
の

流
れ
に
分
化
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
志
賀
直
哉
―
―
瀧
井
孝

作
―
―
尾
崎
一
雄
と
つ
づ
く
流
れ
と
、

西
善
蔵
―
―
嘉
村
礒
多
―
―
川
崎
長

太
郎
と
つ
づ
く
流
れ
と
で
あ
る
。（
前
者
に
比
し
て
後
者
の
血
統
は
ひ
と
す
ぢ

で
は
な
い
が
。）（
中
略
）
も
と
よ
り
精
密
な
文
学
史
的
考
証
に
裏
づ
け
ら
れ
た

分
類
で
は
な
く
、
便
宜
的
な
思
ひ
つ
き
程
度
の
区
別
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
ふ

た
つ
の
潮
流
は
互
に
交
錯
し
合
ひ
な
が
ら
も
、
後
者
が
そ
の
生
活
に
も
作
品
に

も
殆
ど
救
済
の
保
証
を
見
出
し
が
た
く
、
た
だ
身
を
絞
る
や
う
な
自
己
苛
責
を

暗
澹
と
原
稿
紙
へ
磔
け
に
す
る
こ
と
だ
け
に
漸
く
自
己
解
脱
の
祈
願
を
籠
め
て

ゐ
る
に
較
べ
れ
ば
、
前
者
は
ど
の
や
う
な
血
み
ど
ろ
の
営
為
の
結
果
で
あ
ら
う

と
何
ら
か
の
『
心
境
』
に
辿
り
つ
く
こ
と
で
自
己
完
成
を
目
指
し
、
実
生
活
に

あ
つ
て
も
作
品
の
上
で
も
、
辿
ら
れ
た
『
心
境
』
の
照
映
に
よ
つ
て
あ
る
程
度

整
備
さ
れ
統
一
さ
れ
て
ゐ
る
、
と
言
へ
ば
言
へ
よ
う
。（
中
略
）
私
小
説
・
心

境
小
説
は
従
来
殆
ど
同
義
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
き
た
が
、
振
り
分
け
れ
ば
こ

の
ふ
た
つ
の
流
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
」。

　

こ
の
文
章
は
曾
根
博
義
に
よ
っ
て
、「
は
じ
め
て
、
広
義
の
私
小
説
に
お
け

る
二
つ
の
流
れ
」
を
示
し
た
「
私
小
説
論
史
上
、劃
期
的
な
論
で
あ
る
。」（「
戦

争
下
の
伊
藤
整
の
評
論
―
―
私
小
説
観
の
変
遷
を
中
心
に
―
―
」「
語
文
」
昭

（39） 
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60
・
６
）
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
平
野
の
「
思
ひ
つ
き
」

の
出
発
点
に
あ
る
の
が
、
嘉
村
の
「
陰
惨
き
は
ま
る
」
存
在
だ
っ
た
こ
と
は
見

逃
せ
な
い
。
平
野
は
「
極
北
と
信
」
ず
る
嘉
村
を
座
標
の
原
点
に
お
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
初
め
て
、
私
小
説
の
「
ふ
た
つ
の
流
れ
」
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
「
流
れ
」
は

西
や
志
賀
と
い
う
〈
水
源
〉
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
見
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
中
間
点
の
嘉
村
か
ら
逆
照
射
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
平
野
に
こ
の
整
理
を
思
い
つ
か
せ
た
の

は
、「
私
は
嘉
村
礒
多
の
文
学
を
わ
が
私
小
説
の
ひ
と
つ
の
極
北
と
信
じ
て
ゐ

る
」
と
述
べ
さ
せ
た
、
嘉
村
の
強
烈
な
存
在
感
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

嘉
村
の
存
在
感
を
強
烈
な
も
の
に
し
た
も
の
が
何
か
と
い
え
ば
、
彼
が
社
会

的
な
大
事
件
を
起
こ
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
作
品
の
力
と
答
え
る
し
か
な

い
だ
ろ
う
。
板
垣
直
子
は
『
現
代
小
説
論
』（
昭
13
・
７
刊
）
で
「
氏
の
心
境

小
説
が
栄
え
た
の
は
、
そ
の
酷
烈
な
自
己
反
省
と
倫
理
意
識
に
よ
つ
て
ゐ
た
の

で
あ
つ
て
、
そ
の
他
の
無
思
想
な
普
通
の
心
境
小
説
は
、
こ
の
国
の
人
々
に
親

し
い
気
持
は
与
へ
て
も
問
題
と
さ
れ
な
か
つ
た
。
心
境
小
説
も
嘉
村
氏
の
や
う

に
内
面
的
な
或
る
も
の
を
持
つ
た
が
故
に
優
秀
で
あ
る
時
に
は
、
心
境
的
な
形

式
を
超
越
し
て
一
般
文
学
と
し
て
の
価
値
が
充
分
に
あ
る
。」（
第
一
章　

２「
衰

退
期
文
芸
思
潮
の
痙
攣
」）
と
述
べ
て
、
嘉
村
と
彼
の
作
品
を
そ
の
内
容
の
卓

越
性
に
よ
っ
て
「
普
通
の
心
境
小
説
」
と
差
別
化
し
て
「
一
般
文
学
と
し
て
の

価
値
」
を
認
め
て
い
た
。

　

伊
藤
・
平
野
・
板
垣
ら
同
時
代
の
文
壇
人
に
映
っ
た
嘉
村
礒
多
と
彼
の
作
品

は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か（
３
）。
ま
ず
、
同
時
代
評
を
確
認
す
る
こ

と
か
ら
、
検
証
を
始
め
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

２

　

嘉
村
の
同
時
代
評
と
し
て
名
高
い
の
は
、
伊
藤
も
言
及
し
て
い
た
、
宇
野
浩

二
の
「
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
」（「
新
潮
」
昭
３
・
９
）
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
宇
野

は
嘉
村
の
「
業
苦
」（「
不
同
調
」
昭
３
・
１
）、「
崖
の
下
」（
同
前　

昭
３
・
７
）

を
激
賞
し
、
批
判
し
た
浅
原
六
朗
や
室
生
犀
星
ら
の
鑑
賞
眼
の
な
さ
を
断
罪
し

た
。
宇
野
は
後
に
自
分
の
意
図
を
「
業
苦
」
が
「『
不
同
調
』
の
同
人
た
ち
の

何
人
か
が
幾
ら
か
問
題
に
し
た
だ
け
で
、
そ
れ
か
ら
半
年
た
つ
て
も
、
い
は
ゆ

る
文
壇
で
こ
の
作
品
に
注
意
し
た
人
は
殆
ん
ど
な
」
く
義
憤
を
感
じ
た
た
め
に

「『
不
同
調
』
に
出
た
『
業
苦
』
の
合
評
会
の
記
事
を
読
み
な
ほ
し
て
、
そ
の
批

評
し
た
人
た
ち
の
言
説
を
一
つ
一
つ
取
り
上
げ
て
評
論
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

わ
ざ
と
誇
大
な
言
葉
を
つ
か
つ
て
、『
業
苦
』
と
『
崖
の
下
』
を
、（
殊
に
『
業
苦
』

を
、）
激
賞
し
た
。」（「
嘉
村
礒
多
と
い
ふ
人
―
―
思
ひ
出
す
ま
ま
に
―
―
」「
文

学
界
」
昭
30
・
９
）
と
説
明
し
て
い
る
。
伊
藤
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
や
新
感
覚

派
ば
や
り
の
時
勢
に
対
す
る
厭
が
ら
せ
だ
」
と
い
う
推
測
が
あ
る
程
度
当
た
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
宇
野
自
身
が
語
る
「
知
ら
れ

ざ
る
傑
作
」に
よ
っ
て
嘉
村
が
見
出
さ
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ま
さ
に〈
神

話
〉
で
し
か
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
嘉
村
に
好
意
的
な
評
価
は
宇
野
以
前
に

存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
大
宅
壮
一
は
「
業
苦
」
に
対
し
て
「
最
近
日
本
の
作
品
を
読
ん
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で
、
う
ま
い

0

0

0

と
は
思
つ
た
が
打
た
れ
た

0

0

0

0

こ
と
の
な
い
私
は
、
こ
の
作
品
を
読
ん

で
珍
ら
し
く
感
動
さ
せ
ら
れ
た
。（
中
略
）
こ
の
作
品
に
接
し
て
物
凄
い
圧
力

―
―
一
種
の
妖
気
の
や
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。」（「
嘉
村
氏
の
『
業

苦
』
に
つ
い
て
」「
不
同
調
」
昭
３
・
３
）
と
、
賛
辞
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
評

価
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
或
は
、
藤
森
淳
三
は
「
嘉
村
君
の
『
崖
の
下
』
に

好
意
を
感
じ
ま
し
た
。
稍
単
調
の
嫌
ひ
は
あ
る
と
思
ふ
が
、
真
面
目
で
、
一
生

懸
命
な
と
こ
ろ
を
買
つ
て
い
い
で
せ
う
。」（「
推
頌
之
辞
／
非
難
之
弁
」「
不
同

調
」
昭
３
・
８
）
と
述
べ
て
い
た
。

　

宇
野
の
回
想
で
は
、
戸
川
貞
雄
以
外
は
批
判
ば
か
り
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る「　
　

不
同
調
合
評
会　

新
春
文
壇
を
評
す
」（「
不
同
調
」昭
３
・
２
）で
も
、

「
業
苦
」
を
批
判
し
て
い
る
の
は
、
浅
原
六
朗
と
間
宮
茂
輔
で
あ
っ
て
、
他
の

出
席
者
―
―
中
村
武
羅
夫
・
戸
川
貞
雄
・
堀
木
克
三
・
楢
崎
勤
は
二
人
の
批
判

を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
も
、
宇
野
に
よ
っ
て
無
理
解
ぶ
り
を
攻
撃
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
浅
原
は
「
近
代
的
な
理
知
と
か
文
芸
的
技
巧
と
云
ふ
も
の
が
、
発
見

さ
れ
な
い
」
と
批
判
し
て
い
た
も
の
の
、
同
時
に
「
作
者
の
真
卒
な
真
情
が
流

露
し
て
る
処
に
魅
力
を
感
じ
た
。」
と
も
評
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
座
談
会
で

は
「
業
苦
」
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
間
宮

は
「
不
同
調
」
昭
和
三
年
八
月
号
で
「『
業
苦
』
は
正
に
、
作
家
的
気
魄
に
於

て
僕
を
戦
か
せ
、『
崖
の
下
』
は
人
生
的
道
程
の
成
長
に
於
て
僕
を
頬
笑
ま
せ

た
。」（「
礒
多
君
へ
」）
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
彼
も
ま
た
「
業
苦
」
に
あ
る
感

銘
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

確
か
に
、「
業
苦
」
は
文
壇
全
体
で
注
目
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、「
不
同
調
」
の
同
人
以
外
の
評
者
も
含
め
て
一
定
の
肯
定

的
な
評
価
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
左
翼
側
の
「
嘉
村
氏
の

人
と
な
り
を
精
し
く
知
ら
な
い
」
大
宅
壮
一
の
賛
辞
や
間
宮
の
発
言
も
存
在
し

て
い
た
。
勿
論
、
大
宅
は
立
場
上
「
た
ゞ
私
が
嘉
村
氏
に
望
む
と
こ
ろ
は
、
余

り
に
個
人
的
、
宿
命
的
な
考
へ
方
か
ら
脱
却
し
て
、
も
つ
と
物
事
を
社
会
的
に

見
て
貰
ひ
た
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。」（
同
前
）
と
い
う
要
望
を
出
し
て
い
る

の
だ
が
…
…
。
こ
の
他
に
、
勝
本
清
一
郎
も
「
嘉
村
氏
は
こ
の
儘
で
は
山
中
の

仙
人
の
芸
術
で
終
る
だ
け
で
あ
ら
う
。」
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、「『
業
苦
』
は
、

妙
に
古
さ
び
て
ゐ
て
、
そ
れ
で
ゐ
て
精
力
的
な
脂
濃
い
表
現
力
の
あ
る
妖
怪
的

な
作
品
だ
つ
た
」、「
今
の
所
で
は
私
は
、
彼
の
妙
に
ネ
チ
ネ
チ
し
た
執
拗
な
狭

い
表
現
力
だ
け
を
買
つ
て
ゐ
る
の
だ
。」（「
一
九
二
八
年
の
小
説
」「
新
潮
」
昭

３
・
12
）
と
、
あ
る
感
銘
を
受
け
た
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
左
翼
陣
営
の
、
当

然
嘉
村
を
全
否
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
評
者
で
あ
っ
て
も
、
少

な
く
と
も
、
嘉
村
の
存
在
感
は
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
。

　

宇
野
浩
二
は
文
壇
の
状
況
を
誤
読
し
た
う
え
に
、
自
分
の
評
論
を
過
大
評
価

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
宇
野
は
そ
う
主
張
す
る
こ
と
で
、
嘉
村
の
評
価

を
不
当
に
貶
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
嘉
村
の
作
品
は
デ
ビ
ュ
ー
当
時
か
ら
、

同
時
代
の
文
壇
の
読
者
に
一
定
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
確
実
だ

ろ
う
。

　

こ
う
し
た
傾
向
は
翌
年
も
持
続
し
て
い
る
。
昭
和
四
年
七
月
号
の
「
新
潮
」

に
発
表
さ
れ
た
「
生
別
離
」
に
対
し
て
、
楠
本
寛
は
「
一
口
に
言
ふ
と
あ
ま
り

（41） 
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に
も
古
い
。
こ
の
作
品
を
読
む
と
十
年
も
昔
に
返
つ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。」

と
述
べ
、作
品
の
内
容
を
具
体
的
に
紹
介
し
た
後
で
、こ
う
否
定
し
て
い
る
。「
そ

れ
ら
は
嘗
つ
て
過
去
の
文
学
に
於
て
幾
度
と
な
く
書
き
古
さ
れ
た
所
の
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
最
早
我
々
の
関
心
を
促
す
に
足
る
何
も
の
も
存
し
な
い
。
あ

る
と
す
れ
ば
た
ゞ
、
古
典
的
な
興
味
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
更
言
ふ
迄
も

な
く
こ
う
し
た
個
人
的
な
問
題
は
、
そ
れ
が
如
何
に
す
ば
ら
し
く
描
か
れ
て
ゐ

よ
う
と
も
、
今
後
の
文
学
と
し
て
は
極
め
て
価
値
少
な
き
も
の
で
あ
る
。
敢
て

社
会
意
識
と
ま
で
は
言
は
な
い
が
、
今
少
し
く
大
き
く
眼
を
見
開
い
て
絶
え
ず

動
き
、
動
き
悩
ん
で
ゐ
る
生
々
し
い
社
会
の
現
実
を
眺
め
る
必
要
が
、
こ
の
作

者
は
あ
る
と
思
ふ
」（「
文
芸
時
評
」
２
「
万
朝
報
」
昭
４
・
７
・
５
）。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
全
面
的
に
否
定
す
る
評
者
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
批
判
す
る
に
せ

よ
、
作
品
の
魅
力
を
認
め
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　

中
本
た
か
子
は
「
文
芸
月
評
」（「
女
人
芸
術
」
昭
４
・
８
）
で
、「
こ
の
や
う

に
構
成
の
な
い
、
統
一
の
な
い
、
立
体
で
な
い
―
―
現
代
に
超
越
し
た
作
品

は
、
も
は
や
我
々
に
用
が
な
い
。」
と
批
判
的
な
結
論
を
述
べ
て
い
る
が
、
同

時
に
「
緻
密
に
刻
明
に
よ
く
書
け
て
ゐ
る
」、「
忠
実
に
作
者
の
気
持
に
思
ひ
到

る
な
ら
ば
、
い
か
に
作
者
が
苦
心
し
、
吟
味
し
、
精
進
し
て
制
作
し
た
か
は
よ

く
解
る
。」
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
、
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
或
は
、逸
見
広
は
「
生
別
離
」
を
「
諦
観
な
り
焦
燥
な
り
が
語
ら
れ
る
」「
行

詰
ま
り
」
の
「『
遅ツ
ー

かレ
ー
トり
し
』
の
小
説
」
に
分
類
し
て
、「
過
去
を
救
済
し
、
未

来
を
約
束
す
る
処
の
無
い
『
遅
か
り
し
』
小
説
は
も
う
困
る
」
と
否
定
し
て
い

る
。
し
か
し
、読
後
感
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
困
惑
を
も
ら
し
て
い
た
。「
こ

の
小
説
に
描
か
れ
て
ゐ
る
や
う
な
生
活
―
―
人
類
的
な
世
紀
末
で
あ
り
、
広
く

深
く
人
間
の
魂
に
瀰
漫
し
て
ゐ
る
意
味
に
於
い
て
、
人
生
、
或
は
人
類
の
横
死

を
約
束
す
る
―
―
に
対
し
て
は
、
死
屍
に
向
ふ
や
う
な
敬
虔
の
情
も
起
り
、
そ

れ
を
見
凝
め
て
ゐ
る
作
者
自
身
に
は
、
実
に
平
凡
な
殉
教
者
（
非
凡
な
殉
教
者

な
ど
に
は
意
味
が
な
い
。
そ
れ
は
マ
ニ
ア
だ
か
ら
）
を
さ
へ
感
じ
、
全
篇
の
告

白
で
あ
る
最
後
の
省
線
停
車
場
で
の
有
様
に
は
、僕
自
身
甚
だ
困
惑
し
た
」（「
作

品
批
評
の
存
在
権
と
七
月
の
重
な
作
品
批
評
」「
新
正
統
派
」
昭
４
・
８
）。

　

彼
ら
の
、〈
時
代
遅
れ
〉
や
〈
社
会
的
視
野
の
欠
落
〉
な
ど
の
限
界
を
指
摘

す
る
結
論
と
、読
後
感
か
ら
生
ず
る
〈
感
銘
〉
の
組
み
合
わ
せ
を
逆
転
す
れ
ば
、

欠
点
は
欠
点
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
井
上
幸
次
郎
は

「
仏
語
な
ん
か
フ
ン
ダ
ン
に
使
用
す
る
の
も
目
ざ
は
り
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
作

者
は
一
人
の
人
間
が
仏
教
に
よ
つ
て
救
は
れ
る
と
で
も
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら

う
か
？
」と
皮
肉
を
述
べ
て
い
る
も
の
の
、彼
の
基
本
的
な
評
価
は
こ
う
だ
。「
例

に
よ
つ
て
細
か
い
も
の
で
あ
る
。
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
／
古
い
こ
と
は
文
句

無
く
古
い
。
併
し
、
こ
の
作
の
示
す
独
特
性
の
み
は
買
ふ
べ
し
だ
。」（「
文
芸

時
評　

芸
術
と
政
治
其
他
」「
新
正
統
派
」
昭
４
・
８
）。

　
「
買
ふ
べ
し
」
と
い
う
評
価
が
よ
り
積
極
的
に
打
ち
出
さ
れ
る
と
、
細
田
民

樹
や
岡
田
三
郎
の
評
価
と
な
る
。
細
田
は
昭
和
四
年
八
月
号
の
「
文
芸
戦
線
」

の
「
七
月
の
創
作
」
で
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
こ
れ
は
ま
た
恐
ろ
し
く
古
風
な

文
学
で
あ
る
。
十
年
も
前
の
文
壇
を
思
ひ
出
さ
せ
る
や
う
な
抒
情
文
学
で
、
近

頃
珍
ら
し
い
も
の
を
読
ん
だ
気
が
し
た
。
情
緒
纏
綿
と
し
た
長
い
ス
タ
ン
ザ
の

連
続
と
独
白
は
、
ち
よ
つ
と
じ
よ
う
る
り
文
学
と
い
ふ
感
じ
だ
。
だ
が
、
作
者
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の
可
憐
に
も
真
摯
な
る
姿
を
見
よ
。
貧
し
い
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
青
年
が
、
一

荷
に
あ
ま
る
情
痴
を
負
う
て
、
尚
生
活
と
戦
つ
て
行
く
暗
澹
と
し
た
姿
が
、
十

分
の
実
感
を
持
つ
て
描
か
れ
て
ゐ
る
。
無
論
、
思
想
も
な
け
れ
ば
、
社
会
的
関

心
も
な
く
、
ひ
た
む
き
に
自
己
の
生
活
的
雰
囲
気
に
没
頭
し
て
ゐ
る
点
、
何
等

吾
々
に
積
極
的
に
訴
へ
て
来
な
い
が
、こ
の
作
者
と
し
て
の
真
実
な
喘
ぎ
に
は
、

実
感
的
な
同
情
を
禁
じ
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
や
ゝ
、
感
情
に
甘
え
る
き
ら
ひ

は
あ
る
が
。
／
近
頃
の
文
壇
に
は
、
社
会
的
進
化
の
根
本
原
則
は
忘
れ
て
、
唯
、

機
械
だ
の
、
速
度
だ
の
と
、
う
は
ツ
ら
の
デ
コ
レ
ー
シ
ヨ
ン
だ
け
に
憧
れ
る
一

派
が
あ
り
、
ま
た
さ
う
い
ふ
文
芸
雑
誌
さ
へ
幾
つ
も
発
行
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
の
作
者
は
、
唯
、
プ
チ
・
ブ
ル
に
媚
び
る
文
学
の
み
を
製
造
し
て

ゐ
る
有
様
だ
。
そ
れ
ら
の
、
一
見
新
し
い
文
学
ら
し
く
見
え
る
流
行
日
傘
的
作

品
に
比
べ
る
と
、
嘉
村
君
の
作
品
の
如
き
は
寧
ろ
自
然
発
生
以
前
の
も
の
で
あ

り
、
極
め
て
古
風
な
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
と
も
に
人
生
に
直
面
し
て
ゐ
る

だ
け
で
も
、
日
傘
文
学
に
優
る
こ
と
万
々
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
生
活
を
押
し
詰

め
て
真
面
目
に
考
へ
る
作
者
に
は
、
い
づ
れ
の
道
に
せ
よ
、
よ
き
転
換
が
開
け

る
と
思
ふ
。
評
者
は
そ
れ
を
望
ん
で
お
く
」。

　

細
田
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
を
批
判
す
る
た
め
に
、
嘉
村
を
称
揚
し
て
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
陣
営
に
属
す
る
「
吾
々
」

が
読
ん
で
も
、「
こ
の
作
者
と
し
て
の
真
実
な
喘
ぎ
に
は
、
実
感
的
な
同
情
を

禁
じ
得
な
い
も
の
が
あ
る
。」
と
告
白
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
、「
不
同
調
」
の
同
人
で
あ
り
、
嘉
村
の
デ
ビ
ュ
ー
に
も
関
係
し
た
と
さ

れ
る
岡
田
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、「
生
別
離
」が
、

「
業
苦
」「
崖
の
下
」
の
続
編
で
あ
り
、「
そ
の
終
末
を
な
す
も
の
と
見
做
し
て
」、

次
の
よ
う
に
読
解
し
て
い
た
。「
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
、『
業
苦
』
や
『
崖

の
下
』
の
混
沌
た
る
憂
悶
煩
悩
と
は
異
り
、
一
つ
の
確
然
た
る
良
心
の
声
で
あ

る
。
離
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
前
妻
に
対
し
、
こ
の
『
生
別
離
』
の

主
人
公
は
、
人
生
生
別
離
の
不
幸
を
嘆
じ
、
更
に
妻
子
を
捨
て
て
一
人
の
女
性

と
恋
愛
行
を
な
し
た
る
自
己
を
深
く
反
省
し
、
良
心
の
鏡
に
自
己
の
姿
を
う
つ

し
て
烈
し
い
自
己
鞭
打
を
し
て
ゐ
る
。
過
去
を
過
去
と
し
、
常
に
前
方
に
向
つ

て
勇
し
く
進
出
す
る
人
人
に
と
つ
て
は
、『
生
別
離
』
の
主
人
公
の
心
理
を
退

嬰
的
に
し
て
回
顧
的
な
優
柔
不
断
の
も
の
と
断
じ
、
一
顧
の
価
値
を
も
認
め
な

い
か
も
知
れ
な
い
が
、
然
し
さ
う
い
ふ
人
人
で
あ
つ
て
も
、
こ
の
『
生
別
離
』

を
味
読
す
る
な
ら
、
最
小
限
度
に
於
て
六
時
間
な
り
十
二
時
間
な
り
は
、
彼
等

も
ま
た
自
分
達
の
内
部
に
斯
く
の
如
き
超
時
代
的
人
間
良
心
の
閃
き
の
有
り
得

る
こ
と
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
魅
力
で
あ

る
。
芸
術
的
迫
力
で
あ
る
。
普
通
人
の
心
理
を
遥
か
に
離
れ
て
異
常
な
、
且
つ

一
抹
の
妖
気
を
さ
へ
発
散
し
つ
つ
、
こ
の
作
品
は
読
者
を
呪
縛
す
る
だ
け
の
力

を
持
つ
て
ゐ
る
」（「
七
月
の
小
説
」「
新
潮
」
昭
４
・
８
）。

　

岡
田
が
こ
の
作
品
に
見
出
し
た
の
は
、
派
閥
を
越
え
て
、
誰
も
が
感
ず
る
は

ず
の
「
超
時
代
的
人
間
良
心
の
閃
き
」
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
嘉
村
の
作
品
が

「
読
者
を
呪
縛
す
る
」「
芸
術
的
迫
力
」
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
の
指
摘
で
あ
り
、

同
時
に
、〈
普
遍
性
〉
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
主
張
で
も
あ
っ
た
。
中
村
武

羅
夫
風
に
岡
田
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。「
嘉
村

礒
多
氏
は
、『
業
苦
』
そ
の
他
に
依
つ
て
宇
野
浩
二
氏
そ
の
他
の
人
々
か
ら
推

（43） 
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賞
さ
れ
た
作
家
で
あ
る
が
、
そ
の
余
り
に
自
然
主
義
的
の
観
照
と
手
法
と
を
以

て
、『
今
日
的
』
の
作
風
で
な
い
と
非
難
す
る
人
々
も
一
方
に
は
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
作
家
、
す
べ
て
の
文
学
者
が
、
必
ら
ず
し
も
エ
ロ
チ
シ

ズ
ム
や
ナ
ン
セ
ン
ス
や
、
謂
ゆ
る
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
の
最
尖
端
を
行
く
必
要
は
な

い
だ
ら
う
。
さ
う
い
ふ
立
場
に
立
つ
作
家
も
あ
つ
て
い
ゝ
し
、
ま
た
嘉
村
氏
の

如
く
、
従
来
の
文
芸
系
統
を
正
し
く
受
け
つ
い
で
、
が
つ
ち
り
と
足
を
踏
み
し

め
て
、一
歩
々
々
と
着
実
な
歩
み
を
す
ゝ
め
て
行
く
作
家
も
あ
つ
て
い
ゝ
の
だ
。

／
古
い
？　

そ
れ
を
批
判
す
る
標
準
は
、要
す
る
に
流
行
で
は
な
い
か
！
」（「
活

動
し
た
作
家
と
そ
の
主
な
る
作
品
」「
新
潮
」
昭
４
・
12
）。

　

こ
の
よ
う
に
確
認
し
て
き
て
わ
か
る
よ
う
に
、昭
和
四
年
の
段
階
で
す
で
に
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
両
陣
営
の
評
者
か
ら
、
一
定
の
肯
定
的
評

価
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
評
者
た
ち
の
多
く
は
、
岡
田
三
郎
・
中

村
武
羅
夫
ら
の
よ
う
に
、
派
閥
を
越
え
て
、
誰
も
が
感
ず
る
は
ず
の
「
超
時
代

的
人
間
良
心
の
閃
き
」
を
嘉
村
に
見
出
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、

こ
う
し
た
状
況
は
、昭
和
五
年
一
月
号
の
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
「
曇
り
日
」

に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　

３

　

こ
の
作
品
は
、
最
後
の
場
面
が
有
名
で
あ
る
。
桶
谷
は
前
掲
論
文
で
、
こ
の

場
面
を
引
い
て
、
小
林
多
喜
二
の
対
極
、
い
わ
ば
、〈
敵
〉
と
し
て
嘉
村
を
位

置
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
主
人
公
の
「
私
」
が
中
村
武
羅
夫
を
モ
デ
ル
と
し
た
Ｒ

先
生
の
用
事
で
牛
込
区
役
所
前
の
代
書
屋
で
書
類
を
作
成
し
て
も
ら
っ
た
帰
り

に
、学
習
院
の
卒
業
式
に
出
席
し
た
天
皇
の「
御
還
幸
の
途
上
」に
出
会
う
。「
私
」

は
「
眼
く
る
め
く
異
常
な
感
激
に
五
体
が
わ
な
な
い
て
」、
次
の
よ
う
に
思
う

の
で
あ
る
。「
あ
れ
は
何
年
前
で
あ
つ
た
ら
う
。
季
節
は
何
ん
で
も
師
走
時
分

と
憶
え
て
ゐ
る
が
、
ま
だ
摂
政
宮
で
お
は
し
た
当
時
、
父
母
に
手
向
ひ
苦
学
を

志
し
て
都
会
に
出
奔
し
て
ゐ
た
私
は
、
本
郷
元
町
の
通
り
で
最
敬
礼
の
頭
を
上

げ
る
と
、
畏
れ
多
く
も
賎
が
民
に
御
手
を
挙
げ
給
う
て
御
答
礼
を
賜
つ
た
の
で

あ
つ
た
。
私
は
恐
懼
し
て
啜
り
哭
い
た
の
で
あ
つ
た
が
、
今
そ
の
時
の
感
動
が

新
に
潮
の
や
う
に
胸
壁
を
圧
し
て
み
な
ぎ
り
来
る
の
を
覚
え
た
。
あ
れ
か
ら
帰

国
し
て
、
妻
を
迎
へ
、
子
供
が
出
来
、
数
年
の
後
そ
の
妻
子
も
棄
て
ゝ
お
ゆ
き

と
東
京
へ
落
ち
延
び
る
や
う
な
、
凡
そ
流
る
ゝ
十
年
か
ら
の
歳
月
に
い
ろ
い
ろ

の
転
変
を
経
、
億
兆
の
民
の
ひ
と
り
と
し
て
至
極
面
目
な
い
頑
魯
の
身
を
敢
て

こ
こ
ま
で
そ
び
い
て
来
た
こ
と
も
、
ひ
と
へ
に
こ
の
国
土
に
生
を
享
く
る
も
の

の
値ま
う
あ遇
う
て
過
ぐ
る
な
き
御
仁
慈
に
因
る
も
の
、多
々
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て
、

阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た
ま
ふ
―
―
さ
れ
ば
今
、
斉
し
く
光
闡
か
う
ぶ
る
地
上

の
群
萌
群
生
ど
も
、
飛
ぶ
小
虫
、
蠕
動
の
た
ぐ
ひ
か
ら
、
路
上
の
石
、
路
傍
の

草
も
心
せ
よ
！　

街
路
樹
の
枝
頭
で
春
に
う
か
れ
て
チ
ヨ
ン
チ
ヨ
ン
さ
へ
づ
る

身
の
ほ
ど
知
ら
ず
の
雀
ら
も
し
ば
ら
く
は
声
を
鎮
め
よ
！
」。

　

そ
し
て
「
私
は
よ
ご
れ
た
足
袋
を
脱
い
で
ふ
と
こ
ろ
に
ね
ぢ
込
み
、
襟
前
を

掻
き
合
せ
、
羽
織
の
襟
の
折
目
を
正
し
て
、
今
か
今
か
と
両
脚
を
揃
へ
て
込
み

上
げ
る
恭
敬
の
感
情
を
堰
き
止
め
て
ゐ
た
」
と
こ
ろ
、
警
備
の
巡
査
に
見
咎
め

ら
れ
て
、「
住
所
、
姓
名
、
職
業
」
を
述
べ
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
う
え
、
持
ち
物
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を
改
め
ら
れ
身
体
検
査
を
さ
れ
て
し
ま
う
。「
私
」
が
直
訴
す
る
の
で
は
な
い

か
と
疑
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
疑
い
が
晴
れ
た
も
の
の
、「
私
」
は
シ
ョ
ッ
ク
で

動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

突
然
、
五
臓
六
腑
を
ひ
き
つ
ら
れ
る
苦
痛
に
襲
は
れ
て
、
二
三
回
く

る
く
る
爪
立
つ
て
ま
は
つ
た
が
、
う
ゝ
う
ゝ
と
一
つ
呻
き
声
を
あ
げ
た

儘
、
我
手
を
以
て
我
身
を
引
上
げ
ん
と
し
た
が
、
依
怙
地
に
其
処
が
動

け
な
か
つ
た
。

　

時
節
柄
、
直
訴
状
で
も
携
へ
て
居
は
し
な
い
か
と
疑
ぐ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。あ
れ
ほ
ど
の
多
人
数
の
中
で
た
つ
た
一
人
。心
、痛
む
と
や
せ
ん
！

　

身
、
痛
む
と
や
せ
ん
！　

が
、
や
は
り
私
の
ど
こ
か
に
直
犯
0

0

的
な
嘆

か
は
し
い
形
相
が
仮
り
に
も
認
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
何
ん
と
も
恐
れ
入

る
ほ
か
な
い
。
愁
ひ
多
け
れ
ば
定
め
て
人
を
損
ず
と
い
ふ
が
、
触
れ
ば

ふ
人
毎
へ
、
闇
を
お
く
り
、
影
を
投
げ
、
傷
め
損
ず
る
、
悪
性
さ
ら
に

や
め
が
た
い
自
分
で
あ
る
こ
と
が
三
十
三
年
の
生
涯
で
今
日
と
い
ふ
今

日
は
、
真
に
眼
に
み
、
耳
に
き
ゝ
、
肝
に
銘
じ
て
思
ひ
知
ら
さ
れ
た
有

り
難
い
気
持
ち
か
ら
、
落
ち
切
つ
た
究
竟
の
気
持
ち
か
ら
、
業
因
の
牽

く
と
こ
ろ
日
月
不
照
―
―
千
歳
の
闇
室
に
結
跏
し
て
無
言
の
行
を
こ
ひ

ね
が
ふ
、
か
や
う
な
猛
き
懺
悔
改
悛
の
こ
こ
ろ
で
、
室
穴
に
差
す
し
ば

し
の
み
ひ
か
り
を
を
ろ
が
む
ご
と
香
光
荘
厳
の
御
車
の
ひ
ゞ
き
の
き
こ

え
な
く
な
る
ま
で
ボ
ロ
洋
傘
に
凭
れ
掛
つ
て
私
は
一
心
不
乱
に
う
な
じ

を
垂
れ
て
ゐ
た
。

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
太
田
静
一
は
、「
こ
の
現
人
神
の
前
の
恐
惶
恭
敬
振

り
は
、
絶
対
天
皇
制
下
の
昭
和
五
年
当
時
に
お
い
て
さ
え
、
読
む
方
が
気
恥
し

く
な
る
ほ
ど
の
反
近
代
性
で
は
あ
っ
た
。
事
実
、
私
な
ど
も
最
初
こ
れ
を
読
ん

だ
時
、
こ
の
作
家
は
本
当
に
本
気
で
こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
少
し

頭
が
イ
カ
レ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
あ
き
れ
も
し
、
お
か
し
く
も
な
っ
た
ほ

ど
で
あ
る
。」（
三
章　

四
「
そ
の
反
近
代
的
自
我
認
識
に
つ
い
て
」『
嘉
村
礒

多　

そ
の
生
涯
と
文
学
』
昭
46
・
４
刊
）
と
、
自
ら
の
体
験
に
基
づ
い
て
、
批

判
的
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
代
評
を
見
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
全
否

定
を
し
て
い
る
の
は
、
奥
村
五
十
嵐（
４
）ぐ
ら
い
で
、
む
し
ろ
高
い
評
価
を
下
し
た

評
者
の
方
が
多
い
。
ま
ず
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
月
評
を
見
て
い
こ
う
。

　

例
え
ば
、佐
近
益
栄
は「
文
壇
は
一
新
し
た
」と
題
し
た
月
評
の
第
一
回
に「
曇

り
日
」を
取
り
あ
げ
て
、「
新
興
文
壇
の
誇
り
で
あ
る
。」（「
報
知
新
聞
」昭
５
・
１
・

１
）
と
絶
賛
し
て
い
る
。
そ
し
て

西
と
の
比
較
論
を
展
開
し
な
が
ら
、
そ
の

違
い
を
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。「
私
は
こ
ゝ
に
描
か
れ
た
貧
乏
生
活
の
中
に
織

り
込
ま
れ
て
ゐ
る
人
間
の
真
情
を
嬉
し
く
思
は
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
四
人
の
作
中
人
物
の
性
格
が
、
こ
の
一
篇
を
な
す
上
に
お
い
て
程
よ
く
調

和
が
と
れ
て
ゐ
て
、
こ
ん
然
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
文
学
と
か
絵
画
と
か
で

い
へ
ば
、
形
奇
に
し
て
し
か
も
よ
く
坐
つ
て
ゐ
る
感
じ
だ
。
／
最
後
の
畏
き
辺

り
の
還
幸
の
場
面
も
ま
こ
と
に
巧
み
だ
。
蛇
足
だ
と
か
書
き
過
ぎ
だ
と
か
駄
評

を
加
へ
る
も
の
が
あ
り
さ
う
だ
か
ら
、
私
は
念
の
た
め
に
こ
れ
だ
け
書
き
添
へ

て
お
く
。
／
何
に
し
て
も
、
恐
る
べ
き
的
確
な
表
現
で
あ
る
」。

　

こ
う
し
た
手
放
し
の
絶
賛
は
、
嘉
村
の
賛
美
者
と
も
い
う
べ
き
岡
田
三
郎
の

月
評
に
も
「『
曇
り
日
』
は
、い
よ
い
よ
作
者
の
進
境
を
語
る
も
の
で
あ
る
。『
業
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苦
』『
崖
の
下
』
に
比
し
て
、
一
層
の
磨
き
が
か
ゝ
つ
て
来
た
。
こ
の
作
者
の

持
つ
強
味
は
、
何
よ
り
も
そ
の
人
間
を
見
る
眼
の
深
さ
と
、
そ
れ
を
表
現
す
る

手
法
の
適
確
に
し
て
迫
力
の
あ
る
こ
と
だ
。
さ
う
し
て
作
者
の
背
後
に
は
、
殆

ど
宿
命
と
も
云
ふ
べ
き
暗
い
影
が
つ
き
ま
と
う
て
、
そ
の
た
め
の
業
苦
を
、
切

実
に
痛
感
し
つ
ゝ
、
猶
ほ
そ
の
運
命
に
真
正
面
か
ら
真
剣
に
ぶ
つ
ゝ
か
つ
て

行
く
と
こ
ろ
か
ら
、
お
の
づ
か
ら
読
者
の
胸
を
打
つ
も
の
が
生
ず
る
の
だ
。」

（「
一
九
三
○
年
ト
ツ
プ
の
小
説
月
評
」
三
「
国
民
新
聞
」
昭
５
・
１
・
12
）
と

述
べ
ら
れ
て
い
た
。
石
田
幸
太
郎
は「
艶
消
し
の
鈍
重
な
世
界
を
描
い
て
ゐ
る
。

こ
れ
も
中
々
面
白
い
。
ネ
チ
ネ
チ
し
た
陰
う
つ
さ
が
、
作
全
体
に
作
者
自
身
、

主
人
公
の
気
持
、
文
体
、
言
語
に
ま
で
し
み
通
つ
て
ゐ
る
、
そ
し
て
そ
の
底
に

美
し
い
ま
ご
こ
ろ
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
辛
う
じ
て
救
は
れ
て
ゐ
る
、

そ
の
ま
ご
こ
ろ
は
正
に
そ
れ
こ
そ
科
学
以
前
の
野
生
的
な
ナ
イ
ー
ヴ
な
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
底
力
は
は
か
り
知
り
か
た
く
思
へ
る
。
恐
ら
く
こ
の
作
者
の
作

家
と
し
て
伸
び
る
点
は
こ
の
ま
ご
こ
ろ
の
徹
底
に
あ
る
だ
ら
う
。」（「
新
春
文

壇
の
一
瞥
」
七
「
中
外
商
業
新
報
」
昭
５
・
１
・
15
）
と
述
べ
て
い
た
。

　

新
聞
の
月
評
で
一
番
目
を
引
く
の
は
、「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
和
五
年
一
月

七
日
に
掲
載
さ
れ
た
、
青
野
季
吉
の
「
文
芸
時
評 

６ 

反
現
実
と
部
分
現
実
」

だ
ろ
う
。
青
野
は
ナ
ン
セ
ン
ス
や
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
の
目
立
つ「
新
年
の
創
作
界
」

の
特
徴
を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
ー
ト
の
文
学
の
正
し
い
方
向
が
、
ま
す
ま
す
現
実

的
に
と
志
向
し
て
ゐ
る
時
に
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
文
壇
の
新
し
い
諸
現
象
の

実
質
が
ま
す
ま
す
反
現
実
的
な
諸
コ
ー
ス
を
と
つ
て
来
て
ゐ
る
こ
と
は
、
い
か

に
も
よ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
生
命
を
反
映
し
て
ゐ
る
。」
と
総
括
し
た
上
で
、

嘉
村
を
こ
う
紹
介
し
て
い
る
。「
さ
う
い
ふ
中
に
あ
つ
て
、
意
志
的
に
は
現
実

を
離
れ
よ
う
と
し
な
い
少
数
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
作
家
が
あ
る
。
な
か
で
嘉

村
礒
多
の
『
曇
り
日
』（
新
潮
）
が
、
い
ち
ば
ん
私
の
心
を
と
ら
へ
た
。
こ
の

作
者
は
、
た
し
か
に
現
実
に
触
れ
よ
う
と
す
る
謙
抑
な
意
志
と
、
現
実
の
細
か

い
交
錯
を
か
な
り
生な
ま

々
と
形
象
化
す
る
技
術
と
を
持
つ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
そ
の

現
実
は
極
部
分
的
な
主
観
に
投
影
し
た
限
り
の
遊
離
的
な
現
実
で
あ
つ
て
、
そ

こ
に
こ
の
作
家
の
作
品
の
価
値
に
運
命
的
に
課
せ
ら
れ
た
制
限
性
が
あ
る
」。

立
場
か
ら
く
る
と
思
わ
れ
る
限
界
の
指
摘
は
あ
る
も
の
の
、
あ
る
感
銘
を
覚
え

た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

岡
田
三
郎
は
昭
和
五
年
四
月
号
の
「
文
学
時
代
」
に
発
表
し
た
「
新
興
芸
術

派
の
人
々
」
で
「
嘉
村
礒
多
は
処
女
作
『
業
苦
』
の
一
石
を
文
壇
に
投
じ
て
以

来
、
そ
の
波
紋
は
次
々
に
拡
大
し
、
人
間
苦
の
十
字
架
を
負
ふ
使
徒
の
如
き
彼

の
作
風
に
、
敵
方
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
も
敬
虔
の
念
で
讃
仰
し
つ
ゝ
あ
る
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
青
野
の
批
評
を
踏
ま

え
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
過
大
評
価
や
新
興
芸
術
派
を
擁
護
す
る
た
め

の
政
治
的
発
言
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、ま
さ
に
、岡
田
の
見
た〈
文
壇
的
事
実
〉

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
村
武
羅
夫
も
嘉
村
評
価
の
変
動
を
感
じ
た
ら
し
く
、「
新

年
の
創
作
・
評
論
を
見
て
一
九
三
○
年
の
文
芸
界
の
動
向
を
予
断
す
」（「
文
学

時
代
」
昭
５
・
２
）
で
、
嘉
村
を
「
従
来
の
自
然
主
義
文
学
を
正
系
的
に
受
け

つ
い
で
、そ
こ
か
ら
新
ら
し
く
出
発
し
た
や
う
な
傾
向
の
作
家
」
に
分
類
し
て
、

「
時
代
的
流
行
と
い
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
、
一
番
損
な
立
場
に
立
つ
て
ゐ
る
」
と

指
摘
し
た
う
え
で
、
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
作
品
批
評
を
す
る
に
し
て
も
、
嘉
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村
氏
の
作
品
な
ど
を
余
り
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
、
所
謂
新
時
代
人
と
し
て
の

沽
券
に
か
ゝ
は
る
か
の
如
く
思
は
れ
は
し
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
が
、
批
評
家
の

心
の
底
に
働
い
て
ゐ
な
い
と
は
言
へ
な
か
つ
た
。
そ
の
点
、
自
然
と
作
品
の
評

価
が
割
引
き
さ
れ
る
や
う
な
結
果
に
な
る
の
は
、
ど
う
も
已
む
を
得
な
か
つ
た

と
思
ふ
。
／
が
、
そ
れ
が
次
第
に
、
割
引
き
な
し
に
、
好
け
れ
ば
好
い
と
し
て
、

声
を
大
に
し
て
推
賞
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
」。

　

し
た
が
っ
て
、
先
に
見
た
太
田
の
回
想
は
一
個
人
の
読
後
感
と
し
て
は
と
も

か
く
、
少
な
く
と
も
昭
和
五
年
の
文
壇
の
状
況
を
説
明
し
た
も
の
と
は
い
え
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
新
聞
の
月
評
を
受
け
て
書
か
れ

た
は
ず
の
、二
月
号
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
月
評
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

久
野
豊
彦
は
「
近
代
生
活
」
の
「
文
芸
時
評
―
―
新
芸
術
派
の
躍
進
―
―
」

で
「
こ
の
作
品
か
ら
、
新
旧
を
論
ず
る
こ
と
は
無
用
の
詮
議
と
い
は
ね
ば
な
ら

ぬ
、
こ
の
作
品
は
、
徹
頭
徹
尾
、
嘉
村
氏
の
独
自
の
世
界
が
、
し
か
も
、
伝
統

的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
技
法
で
、
丹
念
に
展
開
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
、

不
思
議
に
深
刻
な
フ
モ
オ
ル
が
み
な
ぎ
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
リ
ア
リ
ズ

ム
の
極
限
か
ら
発
散
す
る
フ
モ
オ
ル
で
あ
ら
う
。
僕
は
、
こ
の
作
品
か
ら
始
め

て
所
謂
『
人
と
芸
術
』
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
若
し
読
者
諸
氏
が
、
こ

の
『
曇
り
日
』
を
再
三
読
破
さ
れ
た
ら
、
こ
の
作
品
に
盛
ら
れ
た
る
内
容
の
背

後
に
、
人
間
の
骨
髄
の
や
う
な
厳
粛
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
技
術
が
看
取
さ
れ
る
で

あ
ら
う
。
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
云
ふ
と
こ
ろ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム

の
技
法
の
如
く
、
そ
ん
な
甘
々
し
い
態
度
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
リ
ア
リ
ズ

ム
は
文
学
上
に
現
れ
た
る
数
世
紀
に
亘
る
リ
ア
リ
ズ
ム
が
（
尤
も
現
代
に
至
る

ま
で
に
は
、
し
ば

リ
ア
リ
ズ
ム
は
ア
ン
チ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
た
め
に
危
機

に
瀕
し
て
は
ゐ
る
の
だ
が
）
嘉
村
氏
に
伝
承
さ
れ
て
、
と
に
か
く
、
お
も
む
ろ

に
成
育
さ
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
云
へ
ば
嘉
村
氏
の
作
品
は
最
後
の

リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
作
物
と
し
て
の
充
分
に
珍
重
の
価
値
が
あ
る
と
思
は
れ

る
。」
と
絶
賛
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
雅
川
滉
は
「
三
田
文
学
」
の
「
新
年
号
小
説
評
」
で
「
僕
は
初
め
て

こ
の
作
家
の
も
の
を
読
ん
だ
の
だ
が
、
そ
の
五
六
行
読
ん
だ
所
で
幼
い
児
の
無

邪
気
な
高
い
声
を
聞
く
や
否
や
、
思
は
ず
襟
を
正
し
て
し
ま
つ
た
。
か
う
云
ふ

題
材
は
、或
は
故

西
善
蔵
氏
の
そ
れ
に
共
通
し
て
ゐ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
さ
う
と
し
て
も
、
こ
の
作
者
の
手
堅
さ
は
む
し
ろ

西
氏
の
上
に
あ
る

も
の
だ
と
思
は
れ
た
。
こ
ん
な
私
小
説
を
―
―
と
も
し
軽
蔑
す
る
人
が
あ
つ
た

ら
ば
、
そ
れ
は
か
の
軽
蔑
す
べ
き
私
小
説
と
芸
術
と
の
区
別
を
知
ら
な
い
人
々

だ
。
前
者
は
書
き
流
さ
れ
た
日
記
、
後
者
は
肉
迫
し
て
く
る
人
間
生
活
の
真
髄

だ
。
僕
は
片
々
た
る
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
作
品
に
如
何
に
多
く
の
従
来
書
き
流
さ

れ
た
私
小
説
的
な
容
易
と
非
芸
術
と
を
読
ん
で
き
た
こ
と
だ
ら
う
か
。
所
謂
マ

ル
ク
ス
主
義
文
学
に
対
し
て
、
実
体
の
文
学
が
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
中

に
こ
の
作
品
は
、
正
し
く
最
も
保
守
的
な
も
の
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。（
中
略
）

保
守
党
の
存
在
が
現
政
治
に
反
映
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
文
芸
に

於
け
る
保
守
党
も
亦
、
現
文
壇
の
あ
る
種
の
最
尖
端
だ
。」
と
大
変
高
い
評
価

を
与
え
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、「
新
潮
」
に
掲
載
さ
れ
た
加
藤
武
雄
の
月
評
は
宗

教
性
を
読
み
取
っ
た
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。「
作
品
と
し
て
評
価
す
る
に
困
る

（47） 

嘉村礒多は如何に文学史的に生き残ったのか？

266

03山本芳明（縦組）.indd   47 2009/04/09   17:45:52



や
う
な
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
作
者
は
、
全
身
的
に
打
込
ん
で
書
い
て
ゐ

る
―
―
と
い
ふ
意
味
は
、
こ
の
篇
は
、
此
の
作
は
、
今
ま
で
の
作
者
の
二
三
篇

と
同
じ
や
う
に
、
作
者
が
、
一
篇
の
小
説
を
書
か
う
と
す
る
気
持
よ
り
も
、
む

し
ろ
、
懺
悔
で
も
し
よ
う
と
す
る
気
持
で
書
い
た
も
の
だ
と
い
ふ
意
味
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
作
者
の
中
の
『
芸
術
家
』
が
書
い
た
の
で
は
無
く
、
作
者
の

中
の
『
人
』
が
、
そ
の
心
血
を
以
て
直ぢ

か接
に
書
い
た
作
で
あ
る
。
思
ふ
に
、
此

の
作
者
に
あ
つ
て
は
、
小
説
を
書
く
事
は
、
決
し
て
単
な
る
筆
の
営
み
で
は
な

く
、そ
れ
が
一
つ
の
救
ひ
な
の
で
あ
ら
う
。
行
者
が
行
を
す
る
や
う
な
気
持
で
、

こ
の
作
者
は
小
説
を
書
い
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
小
説
を
書
く
事
、
こ
の
作
者

は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
道
を
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
心
境
小
説
、
身
辺
小
説

も
、
こ
の
作
者
の
場
合
ほ
ど
に
必
然
的
な
意
義
を
有
つ
時
、
十
分
に
そ
の
存
在

を
主
張
し
得
る
で
あ
ら
う
。
／
そ
れ
だ
け
に
、
此
の
作
者
の
作
は
、
ひ
ど
く
張

り
つ
め
て
ゐ
る
。
読
む
者
を
息
苦
し
く
す
る
。
が
、
時
に
、
一
種
の
ユ
ウ
モ
ア

が
そ
の
息
苦
し
さ
を
す
く
つ
て
ゐ
る
。―
―
社
会
的
自
覚
の
昧
さ
な
ど
は
、こ
ゝ

で
は
し
ば
ら
く
問
は
な
い
が
い
ゝ
」（「
文
芸
月
評
（
読
ん
だ
も
の
か
ら
）　
『
新

潮
』『
近
代
生
活
』『
文
学
時
代
』」）。

　

嘉
村
は「
曇
り
日
」に
よ
っ
て
、〈
私
小
説
〉と
い
う
限
定
を
打
ち
破
っ
て
、「
現

実
」（
青
野
季
吉
）
を
見
す
え
、「
人
間
の
真
情
」（
佐
近
益
栄
）
や
「
人
間
生

活
の
真
髄
」（
雅
川
滉
）
を
「
伝
統
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
技
法
」（
久
野
豊
彦
）
で

描
い
た
、
正
統
的
な
作
家
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
板
垣
の
「
心
境
的

な
形
式
を
超
越
し
て
一
般
文
学
と
し
て
の
価
値
が
充
分
に
あ
る
。」
と
い
う
評

価
は
こ
う
し
た
月
評
を
受
け
て
下
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。そ
し
て〈
宗

教
性
〉を
認
め
た
同
時
代
評
が
一
例
し
か
な
い
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
評
価
を
嘉
村
に
も
た
ら
し
た
「
曇
り
日
」
と
は
ど
の
よ
う
な
作

品
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
作
品
の
構
造
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

４

　

こ
の
作
品
の
構
造
と
し
て
、
ま
ず
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
時
間
構

造
で
あ
る
。「
曇
り
日
」
は
、
あ
る
日
の
午
前
十
一
時
、「
私
」
が
Ｒ
先
生
の
口

述
筆
記
を
し
て
い
て
、
先
生
か
ら
休
憩
を
告
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

そ
の
時
、「
幼
い
女
の
児
の
無
邪
気
な
高
い
声
」
の
「
母
ち
や
ん
、
母
ち
や
ん
、

こ
の
う
ち
、
こ
は
い
う
ち
よ
、
ゆ
う
べ
お
こ
つ
た
う
ち
よ
、
こ
は
か
つ
た
わ
ね
、

ね
母
ち
や
ん
…
…
」
と
い
う
言
葉
が
聞
こ
え
て
く
る
。「
私
」
は
「
瞼
を
閉
ぢ

て
ゐ
た
」先
生
が「
ど
う
か
睡
つ
て
ゐ
て
貰
へ
た
の
な
ら
と
心
で
祈
」る
の
だ
が
、

「
最
早
私
の
胸
は
ど
き
ど
き
鼓
動
が
昂
ま
つ
て
、
昨
夜
の
わ
れ
乍
ら
不
仕
合
な

狂
乱
が
、
浅
間
し
く
、
恥
か
し
く
、
殊
に
有
名
な
小
説
家
の
Ｒ
先
生
の
門
札
に

対
し
て
近
所
の
人
達
が
常
々
注
視
を
集
め
て
ゐ
る
だ
け
に
、
私
は
ほ
ん
た
う
に

何
や
彼
と
お
詫
び
の
気
持
ち
か
ら
俯
向
い
て
し
ま
つ
た
」。
こ
の
後
で
、
先
生

の
東
京
の
別
宅
の
「
暢
気
な
留
守
番
役
」
と
し
て
「
雑
誌
の
用
事
以
外
は
い
つ

も
三
畳
に
引
籠
つ
て
勉
強
で
き
た
」、「
謂
は
ば
大
樹
の
下
に
憩
う
て
日
日
の
渡

世
に
心
配
な
く
」
過
し
た
「
足
掛
四
年
」
の
先
生
と
の
関
係
が
簡
単
に
ま
と
め

ら
れ
て
か
ら
、「
昨
夜
」
の
「
狂
乱
」
を
引
き
起
こ
し
た
二
週
間
前
の
発
端
か

ら
回
想
が
始
ま
っ
て
い
る
。
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内
縁
の
妻
の
お
ゆ
き
が
世
話
に
な
っ
た
恩
人
の
孫
の
披
露
宴
に
呼
ば
れ
た
た

め
、
晴
れ
の
場
に
出
席
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
着
物
を
つ
く
る
の
に
百
五
十
円

が
ほ
し
い
と
ね
だ
っ
た
こ
と
が
事
件
の
発
端
だ
っ
た
。「
私
」
は
そ
れ
を
拒
否

す
る
も
の
の
、
披
露
宴
が
「
後
三
日
と
押
迫
つ
た
日
」
に
買
う
こ
と
を
許
す
。

そ
し
て
、
披
露
宴
の
当
日
、
仕
事
か
ら
帰
っ
た
「
私
」
は
お
ゆ
き
と
大
喧
嘩
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
先
生
の
口
述
筆
記
を
し
て
い
た
の
は
そ
の
翌
日
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
回
想
の
時
間
は
、
物
語
の
現
在
で
い
え
ば
、
先
生
が
休
憩

し
て
い
た
「
も
の
の
十
分
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
私
」
は
先
生

か
ら
用
事
を
い
い
つ
か
っ
て
出
か
け
た
先
で
昭
和
天
皇
の
「
御
還
幸
の
途
上
」

に
ぶ
つ
か
っ
て
、
先
に
紹
介
し
た
箇
所
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

一
人
称
小
説
で
あ
れ
ば
、
語
る
「
私
」
と
語
ら
れ
る
「
私
」
と
の
間
に
語
り

の
遠
近
法
が
発
生
し
て
、過
去
の
時
間
が
語
る
現
在
に
追
い
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、

通
常
、
物
語
は
終
わ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
、
語
る
現
在
が
、
作
品
冒

頭
の
基
準
時
間
を
通
過
し
て
、
現
在
進
行
形
の
ま
ま
で
作
品
の
末
尾
ま
で
持
続

し
て
、
終
着
点
が
な
い
ま
ま
で
、
作
品
は
終
わ
っ
て
い
る
。
廣
瀬
晋
也
は
、
こ

の
構
成
に
つ
い
て
、「
視
点
の
重
層
化
」
に
よ
る
「
自
己
の
相
対
化
を
め
ざ
し

て
」
い
た
嘉
村
の
「〈
方
法
〉
上
の
不
徹
底
さ
」
か
ら
生
じ
た
「
作
品
の
整
合
性
」

の
混
乱
（
第
三
章
第
一
節
「『
曇
り
日
』
の
日
常
」『
嘉
村
礒
多
論
』平
８
·
10
刊
）

と
考
え
て
い
る（
５
）。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
最
後
の
「
私
」
の
姿
を
強
調
す
る
と
と

も
に
、
読
者
に
回
想
か
ら
最
後
の
場
面
ま
で
連
続
し
た
時
間
を
追
体
験
さ
せ
る

た
め
に
選
ば
れ
た
語
り
の
戦
略
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。そ
れ
で
は
、読
者
は「
私
」

の
ど
ん
な
体
験
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
、「
恥
辱
」
で
あ
る
。
作
品
の
冒
頭
で
、「
昨
夜
の
わ
れ
乍
ら
不
仕
合

な
狂
乱
」
を
「
浅
間
し
く
、恥
か
し
く
」
思
う
「
私
」
で
あ
る
が
、こ
の
感
情
は
、

「
近
所
の
人
達
」の
ま
な
ざ
し
に
自
分
が
ど
う
見
え
る
か
、ま
た
、「
近
所
の
人
達
」

の
ま
な
ざ
し
を
先
生
が
ど
う
受
け
と
め
る
か
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に

特
徴
が
あ
る
。「
私
」
は
他
者
の
ま
な
ざ
し
を
介
し
て
、
屈
辱
的
な
自
分
の
姿

を
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
他
者
は
現
実
の
他
者
と
い
う
よ
り

も
、
幻
想
の
他
者
と
い
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
、
お
ゆ

き
が
貸
衣
裳
店
か
ら
借
り
る
つ
も
り
で
聞
い
て
き
た
規
定
を
「
金
紗
ど
こ
ろ
で

悉
皆
一
日
十
四
円
」、「
貸
す
衣
裳
は
午
頃
先
方
が
宅
へ
ぢ
か
に
届
け
、
夕
方
ま

た
先
方
が
受
取
り
に
出
向
い
て
来
る
」
と
説
明
し
た
と
き
の
「
私
」
の
反
応
で

あ
る
。「
私
は
即
座
に
ま
ゐ
つ
て
俛
れ
た
。
編
輯
室
へ
出
入
り
す
る
編
輯
同
人

や
居
合
す
書
生
の
内
藤
へ
の
手
前
、
狭
い
玄
関
先
に
上
り
込
ま
れ
て
、
や
れ
裾

を
擦
り
切
ら
し
た
か
ら
、
や
れ
泥
は
ね
を
上
げ
た
か
ら
、
と
苦
情
の
出
た
挙
句
、

幾
ら
幾
ら
の
損
料
の
追
加
を
で
も
談
判
さ
れ
る
や
う
な
目
に
遭
つ
た
ら
、
そ
れ

こ
そ
型
な
し
の
恥
辱
で
、
思
ふ
だ
に
生
き
た
心
地
は
し
な
い
の
で
あ
つ
た
」。

　

こ
う
し
た「
私
」の
反
応
が
一
歩
進
む
と
、「
私
」は
幻
視
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
続
く
、
お
ゆ
き
が
夕
食
後
に
銭
湯
へ
行
っ
た
場
面
で
、
彼
女
が
古
着
屋

に
ま
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な
っ
た
「
私
」
に
は
、「
不
景
気
に
ふ
る

へ
て
ゐ
る
主
人
」
に
無
理
や
り
店
の
中
に
引
っ
張
り
込
ま
れ
て
、
押
し
売
り
を

さ
れ
て
困
惑
し
て
い
る
お
ゆ
き
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。「
は
つ
き
り
買
値
だ

け
は
言
つ
て
貰
は
う
！　

と
顔
の
四
角
な
眉
の
濃
い
金
歯
の
男
に
引
攫
ま
れ
て

た
ぢ
ろ
い
で
ゐ
る
お
ゆ
き
の
姿
―
―
私
の
背
筋
に
一
種
冷
た
い
戦
慄
が
伝
」
っ

（49） 

嘉村礒多は如何に文学史的に生き残ったのか？
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て
、「
矢
庭
に
迎
へ
に
走
つ
て
行
か
う
と
跳
ね
起
き
」
る
の
だ
が
、
お
ゆ
き
は

何
事
も
な
く
帰
宅
す
る
。「
私
」
は
幻
想
の
他
者
と
の
二
回
の
接
触
に
よ
っ
て
、

お
ゆ
き
の
着
物
を
新
調
す
る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
る
。

　

幻
想
の
他
者
の
ま
な
ざ
し
の
対
処
の
仕
方
か
ら
も
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
読
者

に
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、「
私
」
の
卑
小
さ
だ
ろ
う
。
お
ゆ
き
が
百
五
十
円

を
ね
だ
っ
た
と
き
の
「
私
」
の
第
一
声
は
「
百
五
十
円
？
…
…
何
ん
て
大
胆
な
、

惨
酷
だ
よ
！　

惨
酷
だ
よ
！
」
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
「
私
」
の
心
理

が
説
明
さ
れ
て
い
た
。「
私
は
度
肝
を
抜
か
れ
て
蒼
ざ
め
た
顔
を
上
下
左
右
に

激
し
く
掉
つ
て
叫
ん
だ
が
、
唖
然
と
し
て
遽
に
言
葉
も
継
げ
な
か
つ
た
。
Ｒ
先

生
か
ら
月
月
過
分
に
頂
く
、
編
輯
手
当
、
筆
記
料
、
い
ろ
い
ろ
の
場
合
の
お
心

付
の
小
遣
等
を
、
私
は
小
心
翼
々
と
溜
め
て
ゐ
た
。
と
言
つ
て
私
は
何
も
物
欲

熾
ん
な
ひ
た
む
き
に
銭
財
を
憂
ふ
質
と
ば
か
し
も
言
へ
な
い
が
、
故
郷
と
は
絶

縁
状
態
の
此
際
、
見
か
け
は
岩
乗
で
も
身
う
ち
が
割
り
に
弱
く
発
熱
な
ど
し
た

折
は
明
日
あ
ら
ば
と
思
ふ
や
う
な
経
験
も
持
つ
て
居
り
、
且
は
女
も
連
れ
て
ゐ

る
こ
と
だ
し
、
不
時
の
災
厄
が
何
時
も
見
え
ざ
る
一
寸
先
き
に
待
ち
伏
せ
て
ゐ

さ
う
な
臆
病
心
の
屏
営
か
ら
、
時
に
は
男
の
癖
に
お
台
所
へ
出
て
瓦
斯
の
火
を

細
め
る
や
う
な
さ
も
し
い
真
似
ま
で
し
て
、
一
国
に
積
ん
で
来
た
貯
金
の
小
山

を
、
今
一
挙
に
崩
さ
う
と
か
か
つ
た
お
ゆ
き
に
対
し
て
、
私
は
一
方
な
く
狼
狽

し
て
更
に
防
衛
の
悲
鳴
を
揚
げ
ず
に
は
済
ま
さ
れ
な
か
つ
た
」。

　

こ
の
「
私
」
の
姿
が
、
自
己
を
過
剰
に
矮
小
化
す
る
た
め
に
誇
張
さ
れ
自
己

劇
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
私
」
の
劣
等

感
の
な
せ
る
業
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
読
者
は

「
私
」
が
Ｒ
先
生
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
で
、
自
分
の
位
置
が
転

落
す
る
こ
と
に
敏
感
に
反
応
す
る
姿
に
直
面
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
端
的

に
現
れ
て
い
る
の
は
、
披
露
宴
か
ら
帰
っ
た
お
ゆ
き
が
、「
私
」
の
帰
り
を
待

た
ず
、
着
替
え
も
せ
ず
に
、
折
り
詰
め
を
開
け
て
、
食
事
を
し
て
い
た
こ
と
を

発
見
し
て
激
怒
す
る
場
面
で
あ
る
。「『
お
い
、
僕
の
言
ひ
分
を
聴
け
。
…
…
Ｒ

先
生
鞠
養
の
恩
に
、
い
い
や
、
僕
は
先
生
の
徳
を
謝
さ
う
な
ん
て
、
そ
ん
な
生

意
気
な
心
は
毫
も
な
い
。
僕
の
分
際
で
報
い
ら
れ
る
や
う
な
小
つ
ぽ
け
な
も
の

で
も
な
し
、
た
だ
た
だ
尋
常
に
お
受
け
し
と
れ
ば
い
い
が
、
Ｒ
先
生
へ
の
気
持

ち
と
は
全
然
別
に
、
僕
も
十
人
も
の
編
輯
同
人
の
中
に
混
つ
て
、
こ
の
頃
で
は

平
助
手
の
分
に
過
ぎ
た
扱
ひ
を
受
け
て
ゐ
て
さ
へ
、
三
十
過
ぎ
て
の
仕
末
の
悪

い
僻
み
か
ら
自
分
の
職
分
も
忘
れ
、
時
に
は
屈
辱
だ
と
も
口
惜
し
い
と
も
思
ふ

こ
と
、
も
つ
と
同
人
の
多
か
つ
た
先
頃
に
は
屡
々
瞼
の
熱
く
な
る
こ
と
さ
へ
あ

つ
た
ね
。
け
れ
ど
、
泣
く
も
笑
ふ
も
お
前
と
一
緒
だ
と
思
へ
ば
こ
そ
、
共
苦
労

だ
と
思
へ
ば
こ
そ
、
夫
婦
の
礼
譲
、
そ
ん
な
も
の
に
只
管
慰
安
を
求
め
よ
う
と

し
て
来
て
る
ん
だ
。
そ
れ
が
分
ら
ん
の
か
。
何
も
今
度
の
着
物
を
恩
に
着
せ
る

わ
け
ぢ
や
な
い
が
、
全
体
の
生
活
に
ち
つ
と
敬
虔
の
心
が
あ
る
な
ら
、
僕
に
を

な
ご
共
の
食
べ
残
り
を
…
…
』こ
こ
ま
で
言
つ
て
来
る
と
か
つ
0

0

と
感
極
ま
つ
て
、

『
こ
の
馬
鹿
野
郎
、
出
て
行
け
、
馬
鹿
奴
、
出
て
行
け
、
何
処
へ
で
も
行
つ
ち

ま
へ
！　

さ
あ
出
ろ
！
』
と
、
私
は
大
粒
の
涙
を
撒
き
散
ら
し
声
を
絞
つ
て
哮た
け

び
狂
つ
た
」。

　

こ
の
激
怒
は
、
必
然
的
に
、
近
所
の
注
目
を
集
め
て
し
ま
い
、
冒
頭
の
「
幼

い
女
の
児
」
の
発
言
と
な
る
の
で
あ
る
。「
私
」
の
激
怒
の
原
因
が
「
を
な
ご
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共
の
食
べ
残
り
」
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
「
屈
辱
」
に
端
を
発
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
見
逃
せ
な
い
の
は
「
私
」
が
「
編
輯
同
人
」
た
ち

に
対
し
て
も
っ
て
い
る
劣
等
感
で
あ
る
。「
私
」
は
彼
ら
か
ら
受
け
た
「
屈
辱
」

を
お
ゆ
き
の
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
乗
り
切
っ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
。「
共
苦
労
」
と
い
い
つ
つ
、
こ
の
程
度
の
こ
と
で
激
怒
す
る
こ
と
か
ら
、

「
私
」
の
言
葉
の
欺
瞞
性
が
透
け
て
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

お
ゆ
き
に
わ
び
さ
せ
て
、機
嫌
を
直
し
た
「
私
」
だ
っ
た
が
、門
限
を
破
っ
て
、

夜
遅
く
、
塀
を
乗
り
越
え
て
帰
っ
て
き
た
、
居
候
の
内
藤
に
よ
っ
て
、
心
の
平

安
は
崩
さ
れ
て
し
ま
う
。「
私
」は
門
限
を
破
っ
た
こ
と
を
責
め
よ
う
と
す
る
が
、

内
藤
に
喧
嘩
が
凄
く
て
戻
れ
な
か
っ
た
と
反
撃
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
内

藤
の
反
撃
は
こ
う
だ
。「『
Ｋ
さ
ん
、今
日
ま
で
言
は
な
ん
だ
が
、Ｋ
さ
ん
酷
い
よ
、

一
つ
釜
の
飯
を
食
ふ
人
間
が
と
ご
自
身
言
ふ
口
の
下
か
ら
、
Ｋ
さ
ん
僕
の
カ
フ

エ
歩
き
を
Ｒ
先
生
に
讒
言
し
た
ね
。
Ｋ
さ
ん
、
さ
う
や
ろ
？　

僕
先
生
に
Ｋ
さ

ん
に
心
配
か
け
ち
や
い
か
ん
ち
う
て
お
目
玉
を
頂
戴
し
た
つ
け
が
、
そ
の
代
り

頼
む
か
ら
奥
さ
ん
を
怒
つ
て
僕
に
心
配
か
け
る
な
。
僕
あ
れ
が
嫌
ひ
で
嫌
ひ
で

な
ら
ん
。
ほ
ん
ま
気
分
の
腐
食
に
堪
へ
ん
や
。
有
体
に
言
へ
ば
Ｋ
さ
ん
二
人
の

啀
み
合
ひ
を
聞
く
た
ん
び
に
、
僕
こ
こ
が
一
日
も
迅
う
出
た
い
ん
や
。
そ
れ
と

な
く
近
日
Ｒ
先
生
に
職
業
口
を
頼
ま
う
と
思
う
て
ゐ
ま
す
が
、チ
ー
、う
う
ん
。』

／
瞬
間
、
ぐ
つ
0

0

と
息
の
根
が
止
り
崩
れ
る
や
う
に
ど
し
ん
と
私
は
廊
下
の
上
に

坐
り
込
ん
で
し
ま
つ
た
。
言
は
れ
た
こ
と
に
い
ち
い
ち
身
に
覚
え
の
あ
る
私
の

悄し
よ

げ
垂
れ
た
頭
の
上
に
、
内
藤
は
傲
然
と
机
の
上
に
腰
か
け
両
肘
を
突
ん
張
り

股
倉
を
拡
げ
た
大
兵
の
身
体
を
屈
み
か
か
つ
て
、
き
び
し
い
口
調
で
斯
う
凝
り

に
凝
つ
た
と
い
ふ
風
の
怨
言
を
述
べ
立
て
た
」。

　

内
藤
に
「
頭
の
上
」
か
ら
「
怨
言
」
を
言
わ
れ
る
姿
は
「
私
」
の
、
心
理
的

に
転
落
し
て
い
っ
た
姿
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
夜
、

「
私
」
は
自
分
よ
り
下
位
の
「
を
な
ご
」
だ
け
で
な
く
、
居
候
か
ら
も
「
屈
辱
」

を
受
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
私
」
の
転
落
は
こ
こ
で
終
わ
り
で
は
な
か
っ

た
。
次
に
く
る
場
面
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
最
後
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面

は
、
嘉
村
礒
多
研
究
で
は
、「
さ
わ
り
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
あ
る
。

　
「
さ
わ
り
」
と
は
、
小
林
秀
雄
が
「
文
芸
時
評　

梶
井
基
次
郎
と
嘉
村
礒
多
」

（「
中
央
公
論
」
昭
７
・
２
）
で
、
嘉
村
の
文
体
の
特
徴
と
し
て
、「
私
は
久
保
田

万
太
郎
氏
か
ら
こ
ん
な
言
葉
を
聞
い
た
。『
嘉
村
氏
の
作
に
は
ど
こ
か
に
屹
度

さ
は
り

0

0

0

が
あ
る
。
あ
の
さ0

は0

り0

が
こ
の
後
ど
う
な
つ
て
行
く
か
が
一
番
楽
し
み

だ
』
と
。『
曇
り
日
』
の
終
り
に
は
こ
の
久
保
田
氏
の
所
謂
さ
は
り

0

0

0

の
最
も
烈

し
い
も
の
が
あ
る
。」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
用

語
で
あ
る
。
小
林
が
こ
の
直
前
に「
鍛
錬
さ
れ
た
氏
の
重
厚
な
一
種
の
名
文
は
、

遂
に
切
迫
し
て
、
氏
の
倫
理
観
を
の
せ
て
屡
々
歌
の
様
な
姿
を
と
つ
て
来
る
。」

と
述
べ
て
い
る
た
め
、「
倫
理
感
と
韻
律
性
が
一
致
し
た
文
体
」（
廣
瀬
晋
也　

第
四
章
第
二
節
「〈
さ
わ
り
〉
に
つ
い
て
」
前
掲
書
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、
作
品
の
要
と
し
て
注
目
さ
れ
、
特
に
、
出
典
研
究
が
盛

ん
で
あ
る
。「
さ
わ
り
」の
特
徴
は
、倉
澤
昭
壽
が「
嘉
村
礒
多
ノ
ー
ト
Ⅰ

－『
曇

り
日
』
の
文
体
を
中
心
に

－

」（『
作
家
と
文
体

－

国
語
教
育
の
一
方
法

－

』
昭

60
・
６
刊
）
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
特
徴
的
な
表
現
の
多
く
が
「
嘉
村
が

た
え
ず
親
し
ん
で
い
た
真
宗
の
経
典
類
に
、
そ
の
出
典
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
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る（
６
）」
か
ら
で
あ
る
。
廣
瀬
に
よ
れ
ば
、
嘉
村
は
「
浄
土
真
宗
の
人
間
観
と
聖
典

の
文
体
を
作
品
世
界
に
取
り
こ
む
こ
と
に
よ
り
、
罪
責
感
や
羞
恥
を
支
え
と
し

て
自
意
識
の
統
合
を
は
か
る
こ
と
で
あ
り
、
他
力
信
仰
と
私
小
説
の
表
現
行
為

と
い
う
本
来
は
相
い
れ
な
い
経
路
を
経
由
し
て
宗
教
と
現
実
社
会
の
倫
理
と
を

文
学
に
お
い
て
調
和
さ
せ
る
」（
第
二
章
第
三
節
「
昭
和
初
期
私
小
説
の
評
価

を
め
ぐ
っ
て
」
同
前
）
と
い
う
方
法
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る（
７
）。

　

し
か
し
、「
曇
り
日
」の
同
時
代
評
の
確
認
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
さ
わ
り
」

の
部
分
に
特
に
注
目
し
て
い
る
同
時
代
評
は
な
い
し
、
嘉
村
の
作
品
に
廣
瀬
の

い
う
〈
宗
教
性
〉
を
読
み
取
っ
た
評
者
は
加
藤
武
雄
ぐ
ら
い
し
か
見
当
た
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、「
さ
わ
り
」
へ
の
突
出
し
た
注
目
は
、
同
時
代
の
評
者
の

見
た
「
曇
り
日
」
の
世
界
を
見
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い（
８
）。
同
時
代
の
評
者

の
見
た
世
界
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
「
私
」
の
姿
の
集
大
成
だ
っ
た
可

能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
最
後
の
場
面
は
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
構
図
と
同
一
だ
か
ら
で
あ
る
。
Ｒ
先
生
が
天
皇
に
代
わ
っ
た
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、「
私
」
が
受
け
る
「
屈
辱
」
は
最
上
位
の
存
在
を

想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
大
級
の
も
の
に
な
る
の
だ
が
、そ
の
こ
と
で
、「
私
」

は
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
下
位
の
存
在
に
、
心
理
的
に
転
落
し
た
こ
と
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
は
、
幻
視
で
あ
り
、
卑
小
な
自
分

を
よ
り
卑
小
に
見
せ
る
言
説
で
あ
り
、
過
剰
な
身
振
り
に
よ
る
自
己
劇
化
で
あ

る
。

　

こ
う
し
て
心
理
的
に
一
直
線
に
転
落
し
た
末
に
得
た
自
覚
と
真
摯
な
反
省
が

「
愁
ひ
多
け
れ
ば
定
め
て
人
を
損
ず
と
い
ふ
が
、
触
れ
ば
ふ
人
毎
へ
、
闇
を
お

く
り
、
影
を
投
げ
、
傷
め
損
ず
る
、
悪
性
さ
ら
に
や
め
が
た
い
自
分
で
あ
る
こ

と
が
三
十
三
年
の
生
涯
で
今
日
と
い
ふ
今
日
は
、
真
に
眼
に
み
、
耳
に
き
ゝ
、

肝
に
銘
じ
て
思
ひ
知
ら
さ
れ
た
有
り
難
い
気
持
ち
か
ら
、
落
ち
切
つ
た
究
竟
の

気
持
ち
か
ら
、
業
因
の
牽
く
と
こ
ろ
日
月
不
照
―
―
千
歳
の
闇
室
に
結
跏
し
て

無
言
の
行
を
こ
ひ
ね
が
ふ
、
か
や
う
な
猛
き
懺
悔
改
悛
の
こ
こ
ろ
で
、
室
穴
に

差
す
し
ば
し
の
み
ひ
か
り
を
を
ろ
が
む
ご
と
香
光
荘
厳
の
御
車
の
ひ
ゞ
き
の
き

こ
え
な
く
な
る
ま
で
ボ
ロ
洋
傘
に
凭
れ
掛
つ
て
私
は
一
心
不
乱
に
う
な
じ
を
垂

れ
て
ゐ
た
。」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
評
者
は
冒
頭
か
ら
一
貫
し
て
人

間
的
な
弱
点
―
―
む
し
ろ
男
性
的
な
弱
点
と
い
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い

が
―
―
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
き
た
「
私
」
の
着
地
点
に
よ
っ
て
、「
人
間
の
真
情
」

（
佐
近
益
栄
）
や
「
人
間
生
活
の
真
髄
」（
雅
川
滉
）
を
味
わ
っ
た
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

　
　
　
　

５

　
「
曇
り
日
」は
嘉
村
が〈
正
典
〉に
登
録
さ
れ
る
た
め
の
第
一
歩
だ
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
嘉
村
の
評
価
は
順
調
に
上
昇
し
始
め
る
。
ま
さ
に
、
岡
田
三

郎
の
述
べ
た
よ
う
に
、
投
ぜ
ら
れ
た
石
の
「
波
紋
は
次
々
に
拡
大
し
」
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
阿
部
知
二
は
「
牡
丹
雪
」（「
文
学
時
代
」
昭
５
・
４
）
に
「
永
遠

に
か
は
る
こ
と
な
き
誠シ
ン
セ
リ
テ実

の
文
学
に
お
け
る
価
値
」（「
四
月
の
小
説
」「
三
田

文
学
」
昭
５
・
５
）
を
見
た
と
告
白
し
て
い
た
し
、
宮
地
嘉
六
は
「
私
共
は
そ
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う
し
た
借
着
よ
り
も
本
当
に
自
分
の
も
の
と
云
へ
る
作
品
を
見
せ
て
も
ら
い
た

い
と
思
ふ
。
こ
の
意
味
に
於
て
嘉
村
礒
多
君
な
ど
は
一
番
自
分
の
礼
讃
し
て
居

る
作
家
で
あ
る
。
同
君
の
作
品
は
実
に
真
面
目
で
正
直
ほ
ん
と
う
に
同
君
自
身

の
も
の
と
云
ふ
感
じ
が
あ
る
。
近
頃
珍
し
い
作
家
で
自
分
は
大
い
に
将
来
を
期

待
し
て
居
る
次
第
で
あ
る
。」（「
二
つ
の
短
評
」「
文
芸
時
報
」昭
５
・
７
・
10
）と
、

手
放
し
の
期
待
感
を
表
明
し
て
い
る
。
新
興
芸
術
派
叢
書
の『
崖
の
下
』（
昭
５
・

４
刊
）
を
読
ん
だ
今
日
出
海
は
「
僕
は
斯
く
堂
々
立
派
な
作
品
を
読
む
喜
び
を

泌
々
味
は
つ
た
」、「
僕
は
嘉
村
氏
の
諸
作
品
を
読
ん
で
、
何
程
教
へ
ら
れ
、
鞭

打
た
れ
た
こ
と
か
。」（「
文
芸
時
評
」「
作
品
」
昭
５
・
９
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

雅
川
滉
は
嘉
村
の
「
偏
狭
さ
」
に
留
保
す
る
も
の
の
、「
優
れ
た
芸
術
至
上

の
忍
苦
的
な
作
家
で
あ
る
と
私
は
思
ふ
。
で
な
け
れ
ば
、
人
々
に
は
到
底
あ
れ

だ
け
の
精
進
に
は
堪
へ
ら
れ
得
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。」（「
新
し
き
文
学
の

解
説
」「
文
学
時
代
」
昭
５
・
10
）
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
号
で
、青
野
季
吉
は
、

左
翼
的
立
場
か
ら
の
批
判
は
あ
る
も
の
の
、「
嘉
村
礒
多
は
す
こ
し
常
識
的
に

考
へ
る
と
、
一
個
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
い
ま
時
『
あ
り
が
た
さ
に
涙

こ
ぼ
る
る
』
的
の
存
在
は
、
ど
う
見
た
つ
て
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
／
し

か
し
私
は
、
彼
の
存
在
を
い
つ
も
興
味
を
も
つ
て
見
て
ゐ
る
。
彼
は
た
し
か
に

『
現
実
派
』
で
あ
る
。
彼
の
凝
視
め
て
ゐ
る
も
の
は
、『
現
実
』
に
は
相
違
な
い
。

そ
の
限
り
で
は
彼
の
作
品
は
無
条
件
的
に
私
な
ど
に
『
面
白
い
。』」（「
新
進
作

家
断
論
」）
と
、
絶
賛
し
て
い
る
。
或
は
、
龍
胆
寺
雄
は
「
彼
は
ナ
ン
セ
ン
ス

を
書
く
の
に
も
額
に
脂
汗
を
か
い
て
ゐ
る
の
だ
。
彼
は
十
字
架
を
負
う
た
文
学

の
使
徒
だ
。」（「
随
想
」「
作
品
」
昭
５
・
11
）
と
嘆
声
を
発
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
曇
り
日
」
に
よ
っ
て
、
文
壇
を
風
靡
し
つ
つ
あ
っ
た
嘉
村
賛

美
の
「
波
紋
」
は
「
秋
立
つ
ま
で
」（「
新
潮
」
昭
５
・
11
）
の
発
表
に
よ
っ
て
、

新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。例
え
ば
、広
津
和
郎
は「
こ
れ
は
、

甚
だ
よ
ろ
し
い
。
傾
向
、
主
義
、
主
張
の
如
何
に
か
か
は
ら
ず
、
此
処
ま
で
打

込
ん
だ
作
物
に
は
、
自
然
と
胸
が
迫
り
、
涙
が
流
れ
て
来
る
。
／
自
分
は
久
し

ぶ
り
で
、『
本
物
』
に
ぶ
つ
つ
か
つ
た
と
い
ふ
気
が
し
た
」、「
こ
の
作
者
は

西
善
蔵
の
や
う
に
と
ぼ
け
る
術
も
知
ら
な
い
。
自
分
で
自
分
を
英
雄
視
す
る
術

も
知
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
も
つ
と
ひ
た
向
き
で
、
真
実
で
、
誇
張
が
な
く

て
、
我
々
の
心
を
ほ
ん
た
う
に
ゆ
り
動
か
す
。」（「
旅
か
ら
の
文
芸
批
評
」「
中

央
公
論
」
昭
５
・
12
）
と
激
賞
し
て
い
る
。
十
二
月
号
の
「
新
潮
」
の
「
文
芸

手
帖
」で
は
、同
様
な
視
点
か
ら
こ
う
絶
賛
さ
れ
て
い
た
。「『
秋
立
つ
ま
で
』は
、

祈
り
の
切
な
い
気
持
ち
と
、
苟
責
な
き
自
己
反
省
の
鞭
打
ち
と
の
中
か
ら
か
り

出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
血
の
滲
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
こ
の
業
火
を
負
ひ
、
宿
命

の
下
に
喘
ぎ
苦
し
ん
で
ゐ
る
一
人
の
人
間
の
痛
ま
し
い
姿
に
対
し
て
は
、
誰
で

も
敬
虔
の
頭
を
下
げ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
だ
ら
う
。
主
人
公
の
血
み
ど
ろ
な
藻

掻
き
と
、
呻
き
声
と
が
、
ソ
ク
ソ
ク
と
し
て
読
者
の
胸
に
迫
ら
ず
に
は
ゐ
な
い
。

／
こ
の
作
品
の
主
人
公
な
ど
、
恐
ら
く
現
代
の
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
な
ど
か
ら
言
つ

た
ら
、
ダ
ン
テ
の
神
曲
の
中
に
で
も
出
て
来
る
や
う
な
人
間
で
、
ま
つ
た
く
現

代
離
れ
が
し
て
ゐ
る
。
／
と
こ
ろ
が
、
斯
う
い
ふ
作
品
に
な
る
と
、
モ
ダ
ー
ニ

ズ
ム
も
ク
ソ
も
な
い
の
で
あ
る
。
古
い
も
新
ら
し
い
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
問

題
と
す
る
に
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
恐
ろ
し
い
号
泣
と
し
て
、
い
つ
、

如
何
な
る
時
代
で
も
、
人
の
心
を
打
ち
胸
を
剔
ら
ず
に
は
ゐ
な
い
だ
ら
う
」。
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し
か
し
、
嘉
村
の
地
位
が
決
定
的
に
高
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
い

う
の
も
、
嘉
村
賛
美
の
「
波
紋
」
は
、
昭
和
六
年
に
な
っ
て
、
一
旦
小
休
止
す

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。こ
の
年
、嘉
村
は
有
力
な
作
品
を
発
表
し
な
か
っ

た
た
め
、
文
壇
で
の
「
波
紋
」
―
―
文
学
的
言
説
の
力
学
的
な
運
動
は
、
言
説

の
供
給
量
そ
の
も
の
が
低
下
し
て
、
鎮
静
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

運
動
が
再
び
動
き
出
す
の
は
、昭
和
七
年
で
あ
る
。
十
二
月
号
の
「
新
潮
」
で
、

杉
山
平
助
は
、
横
光
利
一
と
と
も
に
嘉
村
礒
多
を
「
今
年
度
で
、
芸
術
派
の
う

ち
で
最
も
重
み
の
あ
る
作
品
を
の
こ
し
た
」（「
昭
和
七
年
度
の
文
芸
界
概
観　

小
説
壇
を
展
望
し
て
」）
作
家
と
し
て
評
価
し
た
。
同
じ
く
「
新
潮
」
に
掲
載

さ
れ
た
「
文
芸
ノ
ー
ト
」
で
、
Ｘ
Ｙ
Ｚ
は
「
中
堅
作
家
以
下
、
純
文
学
の
た
め

に
精
進
努
力
し
て
ゐ
る
か
と
思
へ
る
作
家
な
ど
、
先
づ
横
光
利
一
氏
、
嘉
村
礒

多
氏
く
ら
ゐ
を
ほ
か
に
し
て
は
、
一
人
も
見
当
ら
な
い
」、「
他
の
作
家
が
、
原

稿
料
や
、生
活
の
た
め
に
、滔
々
と
し
て
文
学
な
ど
、ど
ん
な
に
堕
落
さ
せ
て
も
、

て
ん
と
し
て
恥
ぢ
な
い
中
に
あ
つ
て
、
こ
の
二
作
家
だ
け
は
、
文
学
を
第
一
に

し
て
何
物
に
も
妥
協
せ
ず
、
孜
々
と
し
て
努
力
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
如

き
時
世
に
於
い
て
は
、ま
こ
と
に
偉
な
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、

尊
敬
す
べ
き
で
あ
る
。」（「
文
芸
ノ
ー
ト
」
同
前
）
と
ま
で
絶
賛
し
て
い
た
。

　

こ
の
と
き
、
嘉
村
礒
多
は
文
壇
の
〈
良
心
〉
を
象
徴
す
る
作
家
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
昭
和
七
年
の
文
壇
的
評
価
が
、
嘉
村
を
〈
正
典
〉
に
登
録
す
る
決
定

打
と
な
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。で
は
、そ
の
決
定
打
は
何
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
昭
和
七
年
一
月

号
の
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
「
七
月
二
十
二
日
の
夜
」
で
あ
る（
９
）。

注
記

⑴　

車
谷
は
「
一
読
、こ
れ
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
を
読
ん
だ
、と
い
う
衝
撃
を
受
け
」
て
、

「
業
苦
」
の
よ
う
な
「
私
小
説
を
書
き
た
い
と
い
う
の
が
」「
念
願
」（「
意
地
の
文
学
」

『
文
士
の
魂
』
平
13
・
11
刊
）
と
な
る
。
車
谷
は
嘉
村
の
描
く
世
界
を
「
人
間
の
美

し
さ
、
人
間
の
中
の
愚
か
さ
、
醜
さ
を
表
現
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
私
小
説

の
白
眉
中
の
白
眉
で
あ
る
。
人
間
の
美
し
さ
は
兎
も
角
、
人
間
の
愚
か
さ
、
醜
さ

を
か
く
ま
で
徹
底
し
て
書
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
驚
異
で
あ
り
、
不
気
味
で
あ
る
。」

（「
嘉
村
礒
多
『
業
苦
／
崖
の
下
』」『
銭
金
に
つ
い
て
』　

引
用
は
平
17
・
３
刊
の
朝

日
文
庫
に
よ
る
）
と
説
明
し
て
い
る
。

⑵　

部
数
は
雑
誌
「
作
品
」
昭
和
七
年
十
月
号
及
び
九
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
た

出
版
社
の
広
告
に
よ
る
。
な
お
、
新
興
芸
術
派
叢
書
の
『
業
苦
』
は
、
叢
書
故
に
、

単
行
本
と
し
て
は
扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

⑶　

た
だ
し
、第
二
次
大
戦
後
、嘉
村
の
評
価
は
低
下
し
て
い
く
。
例
え
ば
、平
野
は
「
私

小
説
の
二
律
背
反
」（
初
出
『
文
学
読
本
・
理
論
篇
』
昭
26
・
10
刊
）
の
中
で
は
、

自
ら
の
分
類
に
果
し
た
嘉
村
の
役
割
に
全
く
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
確
固
た
る
文

学
史
的
事
実
と
し
て
自
分
の
「
思
ひ
つ
き
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
「
ふ
た
つ
の
流
れ
」

を
説
明
し
て
い
た
。
或
は
、
高
橋
義
孝
は
「
贋
金
と
し
て
の
背
徳
―
―
嘉
村
礒
多

の
場
合
―
―
」（「
新
潮
」
昭
31
・
５
）
で
、「
二
十
年
ぶ
り
で
『
業
苦
』
そ
の
他

を
読
ん
で
み
る
と
、
二
十
年
以
前
の
ぼ
く
は
一
杯
食
わ
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が

す
る
。
二
十
年
前
の
ぼ
く
も
亦
」「
感
動
し
た
の
だ
が
、
今
日
彼
の
諸
作
品
を
再

読
し
て
み
る
と
、
ど
う
も
そ
う
手
放
し
に
感
動
し
て
は
い
ら
れ
ぬ
と
い
う
気
が
す
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る
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
嘉
村
が
昭
和
初
年
代
の
読
者
の
期
待

の
地
平
を
如
何
に
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
撃
っ
た
の
か
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
嘉

村
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
衝
撃
の
残
響
に
よ
っ
て
、
文
学
史
的
地
位
を
確
保
し
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑷　

奥
村
は
「
又
か
と
顔
を
し
か
め
ざ
る
を
得
な
い
。
性
懲
り
も
な
く
同
じ
や
う
な
も

の
を
書
き
ま
す
ね
。」（「
新
年
の
創
作
短
評
」「
文
芸
月
刊
」
昭
５
・
２
）
と
切
り

捨
て
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
作
品
の
時
代
錯
誤
ぶ
り
を
指
摘
し
た
と
さ
れ

る
谷
川
徹
三
の
「
文
芸
時
評
」（「
文
芸
春
秋
」
昭
和
５
・
２
）
は
、
以
下

に
示
す
よ
う
に
、
あ
る
感
銘
を
受
け
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
太
田
の
読
後
感
の
方
が
少
数
派
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
近
角
常
観
に
心
酔
し
た
こ
と
の
あ
る
谷
川
が
全
く
〈
宗
教
性
〉
に

言
及
し
て
い
な
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。「
こ
の
小
心
と
、
こ
の
実
直
と
、

こ
の
義
理
堅
さ
。
こ
の
重
苦
し
く
圧
へ
つ
け
る
と
共
に
、
一
種
の
ユ
ー

モ
ア
を
与
へ
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
封
建
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
？　

し

か
し
さ
う
い
ふ
だ
け
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
私
は
一
方

で
苦
笑
し
な
が
ら
、
や
は
り
一
方
で
は
頭
を
下
げ
た
。
描
写
に
は
な
か

な
か
底
力
が
あ
る
。
し
か
し
瀧
井
孝
作
氏
の
独
自
性
は
も
つ
て
ゐ
な
い
」。

⑸　

な
お
、
廣
瀬
の
論
は
重
要
な
指
摘
が
あ
る
一
方
で
、
太
田
静
一
の
読
後
感

を
出
発
点
と
し
て
い
る
た
め
に
、
同
時
代
の
読
者
に
有
効
に
働
い
た
「
曇

り
日
」
の
戦
略
が
十
分
に
解
読
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
廣

瀬
は
「
相
対
化
、
視
角
の
二
元
化
」
の
「
方
法
的
」
な
「
不
徹
底
」
さ

を
強
調
す
る
が
、
む
し
ろ
、
逆
に
、
描
か
れ
た
「
私
」
の
姿
は
〈
絶
対
化
〉

さ
れ
〈
一
元
化
〉
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑹　

例
え
ば
、「
突
然
、
五
臓
六
腑
を
ひ
き
つ
ら
れ
る
苦
痛
に
襲
は
れ
て
、
二
三
回
く
る

く
る
爪
立
つ
て
ま
は
つ
た
」
が
近
角
常
観
の
『
懺
悔
録
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ

と
を
太
田
静
一
が
『
嘉
村
礒
多　

そ
の
生
涯
と
文
学
』（
昭
46
・
４
刊
）
で
指
摘

し
て
い
た
。
ま
た
、
倉
澤
は
、「
心
、
痛
む
と
や
せ
ん
！　

身
、
痛
む
と
や
せ
ん
！
」、

「
室
穴
に
差
す
し
ば
し
の
み
ひ
か
り
」
な
ど
が
、『
教
行
信
証
顕
浄
土
真
実
信
文
類

三
』
に
、
ま
た
、「
多
々
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て
、
阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た
ま
ふ
」

が
『
正
像
末
和
讃
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑺　

廣
瀬
は
注
釈
を
よ
り
精
緻
に
進
め
た
う
え
で
、「
さ
わ
り
」
の
特
徴
を
、
１
「
物
語

全
体
の
主
題
と
時
間
を
く
り
返
す
こ
と
で
作
品
が
二
重
構
造
に
な
る
」
こ
と
、
２

「
読
者
は
他
の
ど
の
部
分
よ
り
も
『
さ
わ
り
』
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
主
人
公

の
姿
を
と
お
し
て
、
罪
障
感
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
作
者
の
自
意
識
そ
の
も
の
、
そ

こ
か
ら
く
り
出
さ
れ
る
作
者
の
肉
声
に
直
接
向
き
あ
う
こ
と
に
な
る
」
こ
と
、
３

「
聖
典
の
人
間
認
識
に
よ
る
『
私
』
の
普
遍
化
の
試
み
」、
４
「
絶
対
他
力
へ
の
憧

憬
と
、
そ
こ
に
た
ど
り
つ
け
な
い
い
ら
だ
ち
と
が
『
さ
わ
り
』
の
緊
張
感
を
高
め
」

（
第
四
章
第
二
節
「〈
さ
わ
り
〉
に
つ
い
て
」
前
掲
書
）
る
こ
と
と
整
理
し
た
。

（
８
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
守
安
敏
久
が
「
さ
わ
り
」
は
「
一
般
読
者
に
と
っ
て
は
意
味

の
曖
昧
な
抽
象
的
な
表
現
と
し
て
か
届
い
て
こ
な
い
」、「
真
宗
語
彙
を
思
い
つ
く

ま
ま
散
り
ば
め
て
飾
り
立
て
た
、
韻
律
そ
れ
自
体
と
し
て
し
か
響
い
て
来
な
い
」

と
し
て
、「
そ
の
宗
教
観
が
読
者
に
届
く
実
体
あ
る
表
現
と
し
て
『
さ
わ
り
』
の

う
ち
に
集
約
さ
れ
て
い
る
か
は
疑
問
が
残
る
の
だ
。」（ 

「
嘉
村
磯
多
、
聴
覚
の
風

景
―
―
呪
術
と
し
て
の
『
さ
わ
り
』」
野
山
嘉
正
編
『
詩
う
作
家
た
ち　

詩
と
小
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説
の
あ
い
だ
』
平
成
９
・
４
刊
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
９
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
嘉
村
磯
多
の
昭
和
七
年
―
―
『
七
月
二
十
二
日
の
夜
』

の
意
味
―
―
」（「
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
」平
成
・
３
）を
参
照
さ
れ
た
い
。
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H
ow

 did Isota K
am

ura retain a place in Japanese m
odern literary history?

By Y
oshiaki Y

am
am

oto

　

Isota K
am
ura w

rote about 30 short stories based on his private life over 
a short period of tim

e from
 1928 to 1933. W

hile he is considered a m
inor 

author, he retains a very high standing in the history of Japanese m
odern 

literature. In fact, it w
ould not be an overstatem

ent  to say that his w
orks 

can be included in the canon of Japanese m
odern literature. It can be said 

that the ardent support of critics during his tim
e engendered such high 

regard for his w
orks, w

hich can be confi rm
ed from

 com
m
entaries w

ritten 
at this tim

e. Since his authorial debut, w
hile K

am
ura gained a degree of 

positive appraisal from
 both m

odernist and proletarian literary cam
ps, the 

turning point in his life cam
e w
ith the publication of K

um
oribi (Cloudy D

ay) 
in the January 1930 edition of Shincho. W

ith this w
ork, K

am
ura rose above 

the constraints of an I-novel, and w
as recognized as a w

riter depicting 
hum

an nature w
hich transcended tim

e periods. T
his w

ork thoroughly 
portrayed the triviality of the 

self 
 (the protagonist and narrator), and 

its consistent literary style left a deep im
pression on critics of his day. 

H
ow
ever, K

um
oribi cannot place K

am
ura at the sum

m
it of the literary 

w
orld; it w

as rather in 1932 w
hen K

am
ura attained the sum

m
it. 

K
eyw

ords

【Isota K
am
ura, I-novel, canonization, K

um
oribi, com

m
entaries 

w
ritten during this period

】
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