
芥
川
龍
之
介
の
作
品
の
中
に
三
つ
の
よ
く
似
た
話
が
あ
る
。

そ
の
三
作
品

と
は
、
「
仙
人」、
「
磁
術」、
「
杜
子
春」

で
あ
る
が、

ど
れ
も
主
人
公
が
仙

人
（
或
い
は
腐
術
師）

に
出
会
っ
て
試
験
の
よ
う
な
も
の
を
課
さ
れ、

そ
れ

へ
の
対
応
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
人
生
が
変
わ
る
と
い
っ
た
話
で
あ
る
。

し
か

も、

発
表
さ
れ
た
顛
に
従
っ
て
、

内
容
も
少
し
づ
つ
発
展
し
た
形
と
な
っ
て

い
る
。

同
じ
モ
チ
ー
フ
を
用
い
な
が
ら、

そ
の
主
題
に
発
展
が
見
ら
れ
る
背

猥
に
は、

芥
川
自
身
の
精
神
的
変
移
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

そ
し

て
最
終
的
に
芥
Ill
が
求
め
た
解
答
と
は
〈
人
間
回
姫〉

と
い
う
こ
と
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。

こ
こ
で
い
う
〈
人
間〉

と
は
、

平
凡
で
は
あ
っ
て
も
人
間

の
梢
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り`

芥
JII
自
身
の
作
家
活
動
に
お
い

て
は
、

技
巧
を
凝
ら
し
て
特
異
な
状
況
に
あ
る
人
間
の
心
理
を
描
く
の
で
は

な
く、

現
実
に
降
り
立
っ
て
現
実
に
生
さ
る
人
間
の
梢
緒
を
描
く
こ
と
で
あ

る
。

理
知
と
虚
梢
に
よ
る
作
品
に
次
第
に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
芥
川
は、

大
正
九
年
頃
か
ら
抒
梢
を
描
く
作
風
に
転
向
し
て、

作
家

序

仙
人
の
〈
試
し〉

に
よ
る
〈
人
間
回
帰〉

芥
川
龍
之
介
作
品
に
つ
い
て
の
一

考
察

と
し
て
の
新
し
い
道
を
校
索
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
模
索
の
中
で
芥
川
が
得

た
答
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
「
仙
人」、
「
邸
術」、
「
杜
子
春」

と
順
を

追
っ
て
考
察
し
て、

こ
こ
で
そ
の
迎
筋
の
一

っ
を
辿
っ

て
み
た
い
と
思
う。

「
仙
人」

は、

大
正
四
年
七
月
に
執
筆
さ
れ、

大
正
五
年
八
月
に
第
四
次

「
新
思
潮」

に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る。

北
支
那
の
見
懺
物
師
で
あ
る
李

小
二
は、

人
生
に
寂
災
と
苦
し
み
を
感
じ
て
い
る
の
だ
が、

あ
る
小
さ
な
廟

で
乞
食
の
老
姐
士
に
出
会
い
、

同
情
す
る
と
、

老
人
は
実
は
仙
人
で
あ
る
と

正
体
を
明
か
し
て、

紙
銭
を
無
数
の
金
銭
や
銀
銭
に
変
え
て
み
せ、

李
は
陶

朱
の
宮
を
得
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
典
拠
と
し
て
大
島
呉
木
氏
は、

ア
ナ
ト
ー
ル
11
フ
ラ
ン
ス
作

「
搬
母
の
軽
業
師」

と
〈
模
倣
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
に
そ
の
設
定
・

描

写
・

梢
成
ま
で
が〉

類
似
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
り
（
注
一
）
、

ま
た、

藤
田
祐
賢
氏
は、
「
卿
斎
志
異」

の
「
鼠
戯」

と
「
雨
銭」

を
あ
げ
て
作
品

の
舞
台
・

設
定
の
類
似
を
述
べ
て
い
る
（
注
二）
。

皿
ち、
「
仙
人」

は
そ
の

「
仙
人」

上

岡

子
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設
定・
構
成・
描
写
に
お
い
て
は、
芥
川
の
独
創
性
が
湖
い
作
品
で
あ
る
と

．
言っ
て
よ
い
だ
ろ
う。
そ
の
上
で
芥
川
は
「
仙
人」
に
お
い
て
何
を
描
こ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か。

こ
の
作
品
の
中
の
李
小
二
の
人
物
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る。

明
日
の
硲
し
を
考
へ
る
屈
托
と、
さ
う
云
ふ
屈
托
を
抑
圧
し
よ
う
と
す

る、
あ
て
ど
の
な
い
不
愉
快
な
感
情
と
に
心
を
奪
は
れ
て、
い
ぢ
ら
し

い
鼠
の
姿
も
眼
に
は
い
ら
な
い
事
が
多
い。
（
上）

何
故
生
き
て
ゆ
く
の
は
苦
し
い
か、
何
故、
苦
し
く
と
も、
生
き
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か。
勿
論、
李
は一
度
も
さ
う
云
ふ
問
姐
を
考

え
て
見
た
事
が
な
い。
が、
そ
の
苦
し
み
を、
不
当
だ
と
は、
思
っ
て

ゐ
る。
さ
う
し
て、
そ
の
苦
し
み
を
与
へ
る
も
の
を＇
�
そ
れ
が
何
だ

か、
李
に
は
わ
か
ら
な
い
が

1無
意
識
な
が
ら
悧
ん
で
ゐ
る。
事
に

よ
る
と、
李
が
何
に
で
も
持
つ
て
ゐ
る、
洪
然
と
し
た
反
抗
的
な
心
も

ち
は、
こ
の
括
意
識
の
悧
し
み
が、
原
因
に
な
っ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ

な
い。
（
上）

し
か
し
さ
う
は
云
ふ
も
の
の、
李
も、
す
ぺ
て
の
東
洋
人
の
や
う
に、

巡
命
の
前
に
は、
比
較
的
屈
従
を
意
と
し
て
ゐ
な
い。
（
上）

人
の
上
に
落
ち

こ
の
よ
う
に
前
半
部
で
は、
李
小
二
の
人
生
へ
の
＾
屈
托〉
と
生
の
苦
し

み
へ
の
〈
無
意
識
の
憎
し
み〉
を
抱
き
つ
つ、
ま
た
巡
命
に
〈
屈
従〉
し
て

い
く
様
子
を
軸
に
描
い
て
い
る。
こ
れ
に
つ
い
て
竹
内
典
氏
は、
李
小
二
の

〈
淡
然
た
る
人
生
へ
の
反
抗
は
亦
冊
之
介
の
そ
れ
に
通
じ
て
ゐ
る〉
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
（
注
三）
が、
こ
の
〈
龍
之
介
の
そ
れ〉、
す
な
わ
ち
芥
川

自
身
の
〈
淡
然
た
る
人
生
へ
の
反
抗〉
を
考
え
る
上
で、
見
浴
と
し
て
は
な

ら
な
い
の
が、
こ
の
作
品
を
柑
き
上
げ
る
砒
前
の
芥
川
の

失恋
事
件
で
あ
ろ

゜

、
F、

芥
川
の
初
恋
の
女
性
と
し
て
矧
ら
れ
る
吉
田
弥
生
と
芥
川
の
恋
愛
は、
芥

川
の
親
族
の
反
対
に
あ
っ
て、
結
婚
と
い
う
芥
川
の
顧
望
が
実
る
こ
と
な
く

大
正
四
年
初
頭
に
終
わ
り
を
迎
え
る。
こ
の
事
件
の
後、
芥
川
が
親
友
の
井

川
恭
（
後
の
恒
藤
恭）
に
送っ
た
術
前
に
そ
の
頃
の
芥
川
の
苦
悩
が
窺
わ
れ

る。
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
が
あ
る
か
ど
う
か

愛
に
は
人
と
人
と
の
防
墜
を
わ
た
る
事
は
出
来
な
い

て
く
る
生
存
苦
の
寂
突
を
癒
す
事
は
出
来
な
い

イ
ゴ
イ
ズ
ム
の
な
い

愛
が
な
い
と
す
れ
ば
人
の一
生
程
苦
し
い
も
の
は
な
い

（
傍
線
引
用
者）
（
注
四）

イ
ゴ
イ
ズ
ム
の
あ
る

こ
の
杏
簡
か
ら
は
ま
さ
に
芥
川
が
人
生
に
苦
し
み、
運
命
を
憎
み
な
が
ら

も、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
と
い
う
諦
観
が
読
み
取
れ
る。
こ
の
人
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生
の
苦
し
み
へ
の
憎
悪
と、
同
時
に
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
諦

観
の
姿
勢
は、
李
小
二
の
姿
勢
と
煎
な
る
よ
う
に
も
見
え、
事
件
後
最
初
の

作
で
あ
る
こ
の
小
説
の
主
人
公
に、
自
身
の
姿
を
投
影
さ
せ
た
の
か
も
し
れ

な
い。そ

ん
な
生
活
を
送
る
李
小
二
が
あ
る
路
傍
の
小
さ
な
湖
で
雨
宿
り
を
し
て

い
る
時
に
出
会
っ
た
の
が、
乞
食
の
老
逍
士
で
あ
っ
た。
そ
の
老
人
は
〈
垢

じ
み
た
道
服
を
箔
て、
屈
が
巣
を
く
ひ
さ
う
な
頭
を
し
た、
見
苦
し
い
老
人

で〉
あ
っ
て、
李
は
老
人
に
対
し
て、
＾
幾
分
の
同
梢
を
動
か
し〉、
会
話
を

交
わ
す。李

は、
こ
の
老
迫
士
に
比
べ
れ
ば、
あ
ら
ゆ
る
点
で、
自
分
の
方
が
生

活
上
の
悛
者
だ
と
考
へ
た。
さ
う
云
ふ
自
位
が、
愉
快
で
な
い
事
は、

勿
論
な
い。

が、
本
は、
そ
れ
と
同
時
に、
係
者
で
あ
る
と
云
ふ
事

が、
何
と
な
く
こ
の
老
人
に
済
ま
な
い
や
う
な
心
も
ち
が
し
た。

彼

が、
談
柄
を、
生
活
難
に
浴
し
て、
自
分
の
苦
し
さ
を、
わ
ざ
わ
ざ
誇

張
し
て、
話
し
た
の
は、
完
く、
こ
の
済
ま
な
い
や
う
な
心
も
ち
に、

煩
は
さ
れ
た
結
果
で
あ
る。
（
中）

李
は
自
分
よ
り
〈
下〉
の
人
間
を
見
て、
綬
越
感
を
感
じ
る
利
己
心
と
同

時
に、
同
偕
心
を
も
持
つ
ご
く一
般
的
で
善
良
な
男
で
あ
っ
た。
と
こ
ろ
が

そ
ん
な
李
の
見
込
み
に
反
し
て`

老
人
は、
李
の
同
偕
に
よ
る
泄
冊
の
窮
状

の
話
の
途
中
で、
〈
あ
な
た
は
私
に
同
梢
し
て
下
さ
る
ら
し
い
が〉
と
言っ

「
下」
に
お
い
て
そ
の
後
の
李
の
姿
が
語
ら
れ
る。

て、
＾
堪
へ
き
れ
な
く
な
っ
た
や
う
に、
和
を
あ
げ
て
笑〉
い、
＾
私
は、
金

に
は
不
自
由
を
し
な
い
人
間
で〉
あ
る
と
言
う。
〈
気
述
ひ〉
か
と
疑
う
李

に、
老
道
士
は
自
分
は
仙
人
で
あ
る
と
そ
の
経
歴
を
話
し、
紙
銭
を
無
数
の

金
銭
や
銀
銭
に
変
え
て
見
せ
る。
李
は
＾
こ
の
雨
銭
の
中
に、
何
時
ま
で
も、

床
に
這
っ
た
ま
、ヽ
ぽ
ん
や
り
老
追
士
の
頷
を
見
上
げ
て
ゐ
た。〉
こ
こ
で

仙
人
の
正
体
が
明
か
さ
れ、
李
は
意
外
な
出
来
事
に
呆
然
と
す
る。
つ
ま
り、

李
の
擾
越
感
や
同
梢
心
は
全
く
見
当
迩
い
で、
無
意
味
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
こ
こ
で
判
明
し
た
の
で
あ
る。

李
小一一
は、
陶
朱
の
窟
を
得
た。
偶、
そ
の
仙
人
に
遇
っ
た
と
云
ふ

事
を
疑
ふ
者
が
あ
れ
ば、
彼
は、
そ
の
時、
老
人
に
柑
い
て
既
っ
た、

四
句
の
賭
を
出
し
て
示
す
の
で
あ
る。
（
略）
但、
こ
れ
は、
李
小
二

が、
何
故、
仙
に
し
て、
乞
巧
歩
く
か
と
云
ふ
事
を
訊
ね
た、
答
な
の

だ
さ
う
で
あ
る。

「
人
生
苦
あ
り、
以
て
楽
む
ぺ
し。
人
間
死
す
る
あ
り、
以
て
生
く

る
を
知
る。
死
苦
共
に
脱
し
得
て
甚、
無
卿
な
り。
仙
人
は
若
か
ず、

凡
人
の
死
苦
あ
る
に。
」
（
下）
（

傍線
引
用
者）

こ
の
作
品
は
ま
さ
に、
こ
の
終
末
の一
句
に
収
敏
す
ぺ
き
で
あ
る
は
ず
だ

が、
し
か
し
そ
れ
は
単
に
仙
人
の
酋
葉
以
上
の
意
味
を
持
ち
得
ず、
た
だ
漫
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「
魔
術」

然
と
窟
を
享
受
し
た
李
の
人
生
に
反
映
さ
れ
た
形
跡
は
な
い。
た
だ
文
末
に

〈
恐
ら
く、
仙
人
は、
人
間
の
生
活
が
な
っ
か
し
く
な
っ
て、
わ
ざ
わ
ざ、

苦
し
い
事
を、
探
し
て
歩
い
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う。〉
と
い
う
作
者
の
言
葉

が
付
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り、
こ
の
句
に
対
す
る
李
自
身
の
感
想
も
何
ら

記
さ
れ
て
お
ら
ず、
「
上」
に
お
け
る
李
の
苦
悩
へ
の
解
答
も
示
さ
れ
て
は

い
な
い。

｀
李
は
救
済
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か。
も
し
李
が
「
陶
朱
の
窟」
に
よ
っ
て

救
済
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば、
泊
水
康
次
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、

＾
救
済
す
る
も
の
が
窟
で
あ
る
以
上、
窮
状
も
役
困
の
域
を
出
る
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い〉
（
注
五）
の
で
あ
り、
李
の
人
生
苦
と
い
う
精
神
上

の
問
題
は
骰
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る。
ま
た、
李
が
救
済
さ
れ

て
い
な
い
の
な
ら
ば、
仙
人
と
の
湿
返
は
何
の
問
題
解
決
に
も
な
っ
て
い
な

い
こ
と
に
な
る。
ど
ち
ら
に
し
て
も
中
途
半
端
な
終
わ
り
方
で
あ
り、
問
題

が
あ
る
と
い
え
よ
う。

従
っ
て、
李
と
い
う
人
物
の
造
形
は
不
十
分
な
も
の
に
な
り、
人
生
苦
の

問
題
へ
の
解
答
も
曖
昧
な
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る。
芥
川
自
身
の
生
活
上
の
苦

悩
を
李
に
投
影
し
な
が
ら
も、
芥
Ill
自
身
が
そ
の
問
題
に
明
確
な
答
を
得
ら

れ
な
い
ま
ま
作
品
を
仕
上
げ
た
た
め、
こ
の
よ
う
に
渾
然
と
し
た
展
開
を
示

し
得
な
い
ま
ま
の
結
末
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

云嗅
術」
は
大
正
八
年
十一
月
に
執
箱
さ
れ、
大
正
九
年一
月
に
「
赤
い

鳥」
に
発
表
さ
れ、
大
正
九
年一
月
末、
春
陽
党
発
行
の
「
影
燈
燈」
な
ど

に
収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る。
〈
私〉
が`

イ
ン
ド
の
魔
術
の
大
家
で
あ
る

マ
テ
イ
ラ
ム
・
ミ
ス
ラ
と
い
う
イ
ン
ド
人
に
ほ
術
の
伝
授
を
乞
う
て、
「
欲

を
捨
て
る」
こ
と
を
条
件
に
か
な
え
ら
れ
る
が、
一
か
月
後、
友
人
と
の
ト

ラ
ン
プ
の
賂
け
に
腐
術
を
使
お
う
と
考
え
た
瞬
間、
欲
心
の
あ
る
者
に
汽
格

は
な
い
と
告
げ
ら
れ`
―
か
月
前
の
世
界
に
巡
れ
戻
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う

話
で
あ
り、
〈
私〉
の
語
り
に
よ
っ
て
話
は
進
ん
で
い
く。

前
半
部
で
ミ
ス
ラ
の
不
思
議
な
靡
術
が
〈
私〉
の
前
で
披
露
さ
れ、
ミ
ス

ラ
の
〈「
あ
な
た
で
も
使
は
う
と
思
へ
ば
使
へ
ま
す
よ。」〉
と
の
言
業
に

〈
私〉
は
そ
れ
は
本
当
な
の
か
と
訊
ね
る。

「
使
へ
ま
す
と
も。
誰
に
で
も
造
作
な
く
使
へ
ま
す。
唯

ー」
と

言
ひ
か
け
て
ミ
ス
ラ
君
は、
ぢ
つ
と
私
の
頷
を
眺
め
な
が
ら、
い
つ
に

な
く
ナ具
而
目
な
口
調
に
な
っ
て、

「
唯、
欲心
の
あ
る
人
間
に
は
使
へ
ま
せ
ん。
ハ
ッ
サ
ン・
カ
ン
の
腐

術
を
習
は
う
と
思
っ
た
ら、
ま
づ
慾
を
捨
て
る
こ
と
で
す。
あ
な
た
に

は
そ
れ
が
出
来
ま
す
か。」

「
出
米
る
つ
も
り
で
す。」

私
は
か
う
答
へ
ま
し
た
が、
何
と
な
く
不
安
な
気
も
し
た
の
で、
す

ぐ
に
又
後
か
ら
言
業
を
添
へ
ま
し
た。

「
腐
術
さ
へ
教
へ
て
頂
け
れ
ば。」

そ
れ
で
も
ミ
ス
ラ
れ
は
疑
は
し
さ
う
な
眼
つ
き
を
見
せ
ま
し
た
が、
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さ
す
が
に
こ
の
上
念
を
押
す
の
は
不
躾
だ
と
で
も
思
っ
た
の．
で
せ
う。

と
い
う
経
綿
で
〈
私〉
は
磁
術
を
教
へ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が、

〈
私〉
の
＾
何
と
な
く
不
安
な
気〉
は、
〈
私〉
の
自
分
の
〈
慾
心〉
へ
の

不
安
を
表
す
と
共
に
〈
私〉
の
俗
性
を
提
示
し
て
お
り、
＾
ミ
ス
ラ
君〉
の

＾
疑
は
し
さ
う
な
眼
つ
き〉
は
読
者
の
疑
い
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
ろ
う。

腐
術
を
教
わ
る
場
面
は
描
か
れ
ず
に、
〈
私
が
ミ
ス
ラ
君
に
腐
術
を
教
は

つ
て
か
ら、
一
月
ば
か
り
た
っ
た
後
の
こ
と〉
に
話
は
飛
ぶ。
友
人
と
の
集

ま
り
で
乞
わ
れ
て、
石
炭
を
金
貨
に
変
え
る
と
い
う
腐
術
を
披
露
し
て
み
せ

た
〈
私〉
は、
友
人
た
ち
の
賞
吹
を
受
け
る
が、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の

は、

友
人
た
ち
の
伐
賛
は、
〈「
何
し
ろ
大
し
た
腐
術
を
習
っ
た
も
の
だ。
石

炭
の
火
が
す
ぐ
に
金
貨
に
な
る
の
だ
か
ら。」〉
と
い
う
哲
菜
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に、
腐
術
自
体
の
力
に
対
し
て
よ
り
も、
〈
無
数
の
金
貨〉
を
出
し
て

見
せ
た
こ
と
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
〈
無
数
の
金
銭
や
銀

態
に
た
だ
〈
ぼ
ん
や
り〉
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
「
仙
人」
の
李
に
対
し
て、

•
よ
り
梢
極
的
に
そ
の
欲
望
と
人
間
味
が
館
に
さ
れ
て
い
る。
そ
し
て
〈
慾

心〉
を
拾
て
る
ぺ
き
邸
術
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
金
貨
が、
周
囲
の
＾
慾
心〉

を
満
足
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
伐
賛
さ
れ
る
と
は、

矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で

も
あ
る
が、
最
も
人
の
伐
賛
を
引
き
出
す
腐
術
が
金
貨
を
出
す
こ
と
で
あ
る

と
い
う
現
実
と、
そ
の
現
実
に
や
す
や
す
と
従
っ
て
い
る
〈
私〉
の
中
に、

既
に
〈
慾
心〉
を
捨
て
る
べ
き
湿
術
の
破
綻
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
と
い
え

よ
う。

〈
私〉
は
初
め
は
〈
悠
然
と〉
し
て、
〈「
い
や、
僕
の
腐
術
と
い
ふ
や
っ

は、
一
旦
慾
心
を
起
こ
し
た
ら、
一一
度
と
使
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ。
だ

か
ら
こ
の
金
貨
に
し
て
も、

君
た
ち
が
見
て
し
ま
っ
た
上
は、
す
ぐ
に
又
元

の
吸
炉
の
中
に
地
り
こ
ん
で
し
ま
は
う
と
思
っ
て
ゐ
る。」〉
と
言
っ
て
あ
く

ま
で
ミ
ス
ラ
と
の
約
束
を
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が、

友
人
た
ち
に
反
対

さ
れ
て、
結
周
竹
牌
で
決
め
る
こ
と
に
な
る。
面
白
い
よ
う
に
勝
ち
続
け
る

〈
私〉
に
友
人
は
最
後
に
自
分
の
財
産
全
て
と
〈
私〉
の
今
ま
で
の
勝
ち
分

全
て
を
賭
け
た
勝
負
を
巾
し
出
る。

私
は
こ
の
刹
那
に
慾
が
出
ま
し
た。
テ
エ
プ
ル
の
上
に
梢
ん
で
あ
る、

山
の
や
う
な
金
貨
ば
か
り
か、

折
角
私
が
勝
っ
た
金
さ
へ、

今
度
運
悪

く
負
け
た
が
最
後、

皆
相
手
の
友
人
に
取
ら
れ
て
し
ま
は
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん。
の
み
な
ら
ず
こ
の
勝
負
に
勝
ち
さ
へ
す
れ
ば、
私
は
向
う

の
全
財
産
を一
度
に
手
へ
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す。
こ
ん
な
時

に
使
は
な
け
れ
ば
ど
こ
に
腐
術
な
ど
を
教
は
っ
た、
苦
心
の
甲
斐
が
あ

る
の
で
せ
う。
さ
う
思
ふ
と
私
は
矢
も
柏
も
た
ま
ら
な
く
な
っ
て、
そ

っ
と
腐
術
を
使
ひ
な
が
ら、
（
略）

〈
こ
の
刹
那
に
慾
が
出〉
た
〈
私〉
は、

勝
つ
カ
ー
ド
を
磁
術
で
引
き
当

て
た
次
の
瞬
間、
一
か
月
前
の
他
界
に
引
き
戻
さ
れ
て
し
ま
い、
＾
に
や
り

と
気
味
の
悪
い
微
笑〉
を
浮
か
べ
て
い
る
ミ
ス
ラ
と
向
か
い
合
っ
て
い
る。
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「
杜
子
春」
は、
大
正
九
年
七
月
に
「
赤
い
烏」
に
発
表
さ
れ、
大
正
十

け
れ
ど
も
そ
の
二
三
分
の
短
い
間
に、
私
が
ハ
ッ
サ
ン
・
カ
ン
の
腐
術

の
秘
法
を
習
ふ
資
格
の
な
い
人
間
だ
と
い
ふ
こ
と
は、
私
自
身
に
も
ミ

ス
ラ
君
に
も、
明
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す。
私
は
恥
し
さ
う
に

頭
を
下
げ
た
侭、
暫
く
は
口
も
き
け
ま
せ
ん
で
し
た。

「
私
の
腐
術
を
使
は
う
と
思
っ
た
ら、
ま
ず
慾
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん。
あ
な
た
は
そ
れ
だ
け
の

修業
が
出
来
て
ゐ
な
い
の
で
す。」

ミ
ス
ラ
君
は
気
の
瑚
さ
う
な
眼
つ
き
を
し
な
が
ら、
（
略）
静
に
か

う
私
を
た
し
な
め
ま
し
た。

〈
仙
人〉
と
し
て
の
役
割
を
負
う
ミ
ス
ラ
は、
試
し
た
結
果、
＾
慾
心〉

を
捨
て
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
〈
私〉
を
た
し
な
め、
〈
気
の
茄
さ
う
な

眼
つ
き〉
を
す
る。
「
仙
人」
の
老
道
士
が、
何
の
試
し
も
金
銭
欲
へ
の
隙

め
も
な
く
李
に
宮
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て、
〈
超
越
者〉
と
し
て

の
上
か
ら
の
視
点
は
同
様
に
持
ち
つ
つ
も、
さ
ら
に
設
し
く
枝
極
的
な
形
で

＾
私〉
の
人
生
に
関
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う。
但
し、
〈
慾
心〉
を

拾
て
き
れ
な
い
人
間
の
哀
れ
さ
と
諦
観
を
描
き
な
が
ら
も、
＾
私〉
の
＾
慾

心〉
に
つ
い
て
の
解
決
策
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず、
救
済
は
行
な
わ
れ
て
い
な

い。
「
仙
人」
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
物
欲
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
大

き
な
前
進
で
あ
る
が、
そ
の
物
欲
の
否
定
の
先
は
ま
だ
見
え
て
い
な
い。

「
杜
子
春」

年
三
月
十
四
日、
新
潮
社
発
行
の
「
夜
来
の
花」
に
収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ

る。
金
持
の
息
子
杜
子
春
が
財
産
を
使
い
果
し
て
ほ
ん
や
り
し
て
い
る
と
こ

ろ
に、
仙
人
鉄
冠
子
が
現
れ、
多
額
の
黄
金
を
与
え
ら
れ
て、
贅
沢
な古な
ら

し
を
す
る
が、
金
の
有
無
に
よ
っ
て
態
度
を
変
え
る
人
間
の
湖
情
さ
に
気
づ

い
て、
鉄
冠
子
に
つ
い
て
仙
人
の
修
菜
を
始
め
る。
杜
子
春
は
何
が
あ
っ
て

も
口
を
き
か
な
い
と
い
う
約
束
を
守っ
て、
地
獄
の
様
々
な
演
め
苦
に
も
耐

え
る
が、
最
後
に
馬
に
変
え
ら
れ
た
両
親
が
鞭
打
た
れ
て、
つ
い
に
「
お
母

さ
ん」
と
叫
ん
で
し
ま
う。
仙
人
に
な
れ
な
か
っ
た
杜
子
春
は
「
人
間
ら
し

い、
正
龍
な
朽な
ら
し」
を
し
よ
う
と
決
意
す
る。
中
国
肘
代
の
伝
奇
小
説、

鄭
還
古
撰
の
「
杜
子
春
伝」
を
典
拠
と
し、
六
部
構
成
を
と
っ
て
い
る。

一
、
二
で、
仙
人
の
助
言
に
よ
っ
て
金
持
ち
に
な
り、
狩
沢
を
し
て
は
ま

た
貧
乏
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
二
度
繰
り
返
す
が、
杜
子
春
の
生
活
ぶ
り
と

周
囲
の
人
の
態
度
の
迩
い
が
描
か
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て、
杜
子
春
の
心
情
の

吐
路
は
三
に
お
い
て
な
さ
れ
る。

「
い
や、
お
金
は
も
う
い
ら
な
い
の
で
す。」

「
金
は
も
う
入
ら
な
い
？

は
は
あ、
で
は
贅
沢
を
す
る
に
は
と
う

と
う
飽
き
て
し
ま
っ
た
と
見
え
る
な。
J

老
人
は
徘
し
さ
う
な
眼
つ
き
を
し
な
が
ら、
じ
つ
と
杜
子
春
の
頻
を

見
つ
め
ま
し
た。

「
何、
贅
沢
に
あ
き
た
の
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん。
人
間
と
い
ふ
も
の
に

愛
想
が
つ
き
た
の
で
す。」
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物
欲
の
虚
無
を
自
党
し
て、
物
欲
を
否
定
し、
〈
人
間
ら
し
い、
正
匝
な

牲
し〉
を
希
求
す
る
こ
と
こ
そ、
〈
仙
人〉
が
そ
の
〈
試
し〉
に
よ
っ
て
示

唆
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
り、
三
つ
の
作
品
に
よ
っ
て
そ
れ
が
次
第
に
逹

成
さ
れ
て、
最
後
に
杜
子
春
が
解
答
を
得
る
と
い
う
過
程
こ
そ、
芥
JII
が
自

身
の
人
生
の
中
で
同
様
に
答
を
模
索
し
て
い
く
姿
の
投
影
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か。
芥
川
が
杜
子
春
に
与
え
た
答
と
は
＾
人
間
ら
し
い、
正
直

な
暮
し〉
で
あ
り、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
芥
川
の
得
た
答
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ

゜

｀
つ

し
か
し
「
杜
子
存」
発
表
当
時
の、
正
宗
白
烏
の、
〈
有
り
振
れ
た
人
梢

に
雷
同
し
た
作
為
さ
れ
た
物〉
で
あ
り、
〈
か
う
い
ふ
程
度
の
人
間
ら
し
さ

に、
作
者
は
人
間
を
見
た
つ
も
り
で、
ま
た
自
己
を
見
た
つ
も
り
で
安
ん
じ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
か〉
（
注一
ー）
と
い
っ
た
批
評
も
あ
る
よ
う
に、
類
型

的
で
安
易
な
印
象
を
免
れ
ず`
「
杜
子
春」
の
得
た
安
易
な
人
梢
に
よ
る
解

答
を
そ
の
ま
ま
芥
Jll
へ
の
解
答
と
す
る
に
は
や
は
り
不
十
分
で
あ
っ
た
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い。

芥
川
は
技
巧
と
理
知
の
行
き
詰
ま
り
へ
の
打
脱
策
を、
現
英
的
な
乎
凡
な

人
間
の
姿
を
世
い
て
い
く
こ
と
に
求
め、
そ
の
試
み
は、
「
秋」
や
「
杜
子

春一
に
お
け
る
よ
う
に
成
功
し
た
か
に
見
え
た。
し
か
し、
そ
の
安
易
な
人

し〉
}

P

そ
が
杜
子
春
の
辿
り
滸
い
た
答
な
の
で
あ
る。

結

梢
で
し
か
表
す
こ
と
の
出
来
な
い
＾
人
間
回
帰〉
は、
作
品
も
芥
川
自
身
の

内
実
を
も
支
え
き
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た。
現
実
の
視
点
に
降
り
き

る
こ
と
も、
現
実
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
安
易
で
平
凡
な
人
間
像
に
安
ん
じ
る

こ
と
も、
結
局、
芥
川
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

芥
川
が
回
帰
す
べ
き
地
点
は
も
っ
と
別
の
所
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か。

古
本
隆
明
氏
は
「
芥
川
の
死」
（
注

三）
で、
〈
本
卦
返
り
を
し
え
な
か
っ

た
芸
術
家〉
で
あ
る
芥
川
が
〈
回
帰〉
す
べ
き
だ
っ
た
地
点
を
＾
自
己
の
安

定
し
た
社
会
意
識
圏〉
＾
い
い
か
え
れ
ば
処
女
作
「
老
人」、
「
ひ
ょ
っ
と
こ」

の
世
界〉、
即
ち
〈
中
流
下
府
の
庶
民
作
家
た
る
自
己
の
狩
質〉
で
あ
っ
た

と
し
て、
〈
彼
の
回
帰
を
お
し
と
ど
め
た
の
は
出
身
階
級
に
た
い
す
る
自
己

姻
悪、
神
経
的
な
虚
栄
に
み
ち
た
自
店
で
あ
っ
た
と
信
ず
る〉
と
喝
破
し
て

い
る。回

帰
す
べ
き
自
己
の
本
頒
に、
自
己
の
〈
人
間〉
に
帰
り
き
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
芥
川
は、
結
果、
安
易
な
人
情
に
よ
る
A

人
間〉
に
降
り
立
つ

し
か
な
か
っ
た。
し
か
し
再
度
行
き
詰
ま
っ
た
芥
川
は
昭
和
二
年
七
月
二
十

四
日、
服
甜
自
殺
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る。
芥
川
が
久
米
正
雄
に
宛
て
た
追

掛
に
は
次
の
言
業
が
巡
さ
れ
て
い
た。

佼
の
手
記
は
意
識
し
て
ゐ
る
限
り、
み
づ
か
ら
神
と
し
な
い
も
の
で
あ

る。
い
や、
み
づ
か
ら
大
凡
下
の一
人
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る。
君

は
あ
の
菩
提
樹
の
下
に
「
エ
ト
ナ
の
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス」
を
論
じ
合
っ

た
1

-

＋
年
前
を
党
え
て
い
る
で
あ
ら
う。
僕
は
あ
の
時
代
に
は
み
づ
か
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芥
川
は．〈
大
凡
下〉
を
意
識
し
な
が
ら
も 、
最
後
ま
で
〈
神〉
の
視
点
を

志
向
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る 。

〈
人
間
回
帰〉
と
は 、
人
生
と
作
家
活
動
に
苦
悩
を
抱
え
る
芥
川
が
見
い

だ
し
た―
つ
の
光
明
で
あ
っ
た
が 、
し
か
し
そ
れ
は
芥
川
の
作
品
の
中
心
に

な
り

得
る
も
の
で
は
な
く 、
そ
の
後 、

後
期
の
苦
闘
の
時
代
に
入
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る 。

注

（
注一
）
「
芥
川
龍
之
介
の
創
作
と
ア
ナ
ト
ー
ル
11
フ
ラ
ン
ス」
（「
大
正
文
学
の
比
較
文

学
的
研
究」
（
昭
和
四
三・
三）
所
収 e
日
本
文
学
研
究
打
科
叢
也
「
芥
川
仇
之

介」
（
布
枡
堂 ｀
昭
利
四
五·
I
0)
再
録 。）

冦
二）
「r
籾
白
志
送
の
一
割
而

ー
特
に
日
本
文
学
と
の
関
述
に
お
い
て

ー」

（「
炭
応
義
熱
創
立
百
年
記
念
論
文
集」
昭
和
三
三・
十
l

)

冠
三）
「
芥
川
龍
之
介
の
研
匹
（

大
同
館
街
店 、
昭
和
九・
ニ）

・
（
注
四）
大
正
四
年
三
月
jL
B
井
川
恭
紺
也
tfi

韮
五）
「「
罷
生
門」
へ
の
込
程

1
沿
森
危ー
氏
所
蔵
の
打
料
を
用
い
て
ー
ー」

（「
国
語
国
文」
第
五
十一
巻
第
九
号 、
昭
和
五
十
七
年
九
月
二
十
五
日）

冦
六）
「「
杜
子
春」
論
考」
（
阜
訊
田
大
学
「
淡
文
学
研
究」
九 ｀
昭
和
三
六・
九）

（
注
七）
「
芥
川
文
学
作
品

か需中
典
（

杜
子
寿）」
（
I

芥
川
龍
之
介
必
携
j

界
燈
社 、
一

九
八ー
・

三）

ら
神
に
し
た
い
一
人
だ
っ
た 。
（
傍
線
引
用
者）
（
注一
三）

七

研
究
宜
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
国

大
要
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
（
大
要
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科）

岡
山
大
学
国
語
研
究
（
岡
山
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
会）

一
―

神
純
芸
術
の
科
学

沖
縄
県
立
芸
術
大
学
付
屈
研
究
所
紀
要
（
沖
縄
県
立
芸

術
大
学
付
属
研
究
室）

八

香
川
大
学
国
文
研
究
（
香
川
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
研
究
室〉

学
芸
国
語
国
文
学
（
東
京
学
芸
大
学
国
語
国
文
学
会）

二
九

学
習
院
大
学
国
紐
国
文
学
会
誌
（
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会）

学
術
研
究

国
栢
国
文
学
編
（
早
稲
田
大
学
教
育
学
部）

四
五

四
0

（
注
八）
大
正
九
年
四
月
九
日
沌
井
孝
作
苑
世
簡

（
注
九）
「
芥
川
龍
之
介
の
あ
る
終
焉

ーー
仮
構
の
生
の
崩
壊

ー」
（「
国
文
学」
昭
和

匹
五・
十一）

（
注一
0)
「
芥
川
煎
之
介
の
年
少
文
学」
（「
明
治
大
正
文
学
研
究
l

十
四
号 、
昭
和
二

九・
＋）

（
注―
一
）
「
文
柑
人
物
評
論
J

(
中
央
公
論
社 、
IlU
利
七・
七）

（
注―
二）
「
芥
川
の
死」
（「
吼
釈
と

行」
昭
和
三
弓
八）

（
注―――-）
「
或
旧
友
へ
送
る
手
記」
（「
芥
川
龍
之
介
全
集
j

)

尚 、
本
文
は
全
て 、
「
芥
川
龍
之
介
全
集」
("P
波
宙
店 、
一
九
九
五）
に
よ
る 。

（
う
え
お
か

さ
ら
こ

岡
山
大
学
文
学
研
究
科
修
士
謀
程
二
年）
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