
：

は

じ

め

に

『
野
呂
松
人
形
』

良)

r
野
呂
松
人
形」
は、

「
lJ
説
と
も
効
筆
と
も
感
思
と
も
つ
か
な
い
」
特

汎
な
小
品
で
あ
る
が、
緻
密
に
計
算
さ
れ
た
構
成
の
も
と
に
ー
つ
の
テ
ー
マ

を
鮮
明
に
浮
き
彫
り
し
て
い
く
そ
の
手
際
に
は、
造
形
作
家
固
有
の

美意
滋

が
鋭
敏
に
動
い
て
お
り、

硬
質
な
緊
張
度
の
溶
む
珠
玉
の
作
品
と
な
っ
て
い

る。と
こ
ろ
で、

野
呂
松
人
形
の
動
作
や
表
惰
に
対
し
て
「
et
ra
n
ger注(2)

の
感」
を
深
く
す
る
視
点
人
物
・
「
僕」
の
思
い
に
は、
こ
れ
ま
で、
「
最

愛
の
娘
の
焼
け
死
ぬ
の
を
あ
え
て
見
過
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
芸
術
至
上
主

袈
に」
「
安
心
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
r
地
獄
変」
の
原

点
を
見
出
し
た
り、
あ
る
い
は、

近
生
門」
「
昴」
な
ど
の
歴
史
小
説
の

世
界
に、
「
時
代
と
場
所
と
の
制
限
を
う
け
な
い
美」
を
発
兄
し
よ
う
と
し

な
が
ら
も、
そ
れ
ら
歴
史
小
説
の
色
槌
せ
る
の
を
感
知
せ
ず
に
は
お
れ
な
い

芥
川
の
作
家
的
不
安
を
推
定
し
た
り、
さ
ら
に
ま
た、

土
四
木
呑
以
な
ど
の

い
た
家
系
か
ら
の
解
放」
と
か
「
好
出
家
的
な
世
界」
へ
の
反
発
を
捉
え
る

（
芥
川
蘊
之

介）
見
解
が
出
さ
れ
て
い
ろ
が、

執
笥
時
期
の
む
間
内
容
を
照
合
し
て
み
る
時、

こ
の
時
期
の
文
学
仲
間
の
作
品
評
と
か
旅
閥
的
文
塩
状
況
に
対
す
ろ
反
発
あ

る
い
は
不
安
な
ど
が
深
v
oo
っ
て
お
り、
も
っ
と
昴
質
な
衝
迫
が
動
い
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

こ
の
小
論
で
は、
ま
ず、

r
野

呂松
人
形」
執
笥
時
期
の
書
簡
に
見
ら
れ

る
芥
川
の
芸
術
観
に
注
目
し、
次
い
で‘
r
野
呂
松
人
形」
の
構
想
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
森
閾
外
の
「
百
物
話」
の
特
徴
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
芥
川
の
認
識
姿
勢
の
特
性
を
抑
え、
そ
し
て
最
後
に、
こ
の
認
磁
姿
勢
と

同
時
代
評
に
よ
っ
て
芥
川
の
背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
心
理
屈
折
と
の
関

り
を
尋
ね
て
み
た
い。

う
も
な
い
の
で
や
め
た

《
僕
は
来
月
の
新
小
説
へ
芋
粥
と
云
ふ
小
説
を
柑
<

ttt
評
の
悪
い
の
は

今
か
ら
期
待
し
て
ゐ
る

愉
盗
と
云
ふ
長
篇
を
か
き
か
け
た
が
閥
に
あ
ひ
さ

也
き
た
い
“
が
沢
山
あ
る

材
料
に
窮
す
る
と
云

小
考

書
簡
に
見
ら
れ
る
芸
術
観

吉

田

俊

彦
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ふ
車
は
う
そ
だ
と
思
ふ

ど
ん

／＼
書
か
な
け
れ
ば
材
料
だ
っ
て
出
て
き

は
し
な
い

持
つ
て
ゐ
る
中
に
醗
酵
期
を
通
り
越
す
と
腐
つ
て
し
ま
ふ

又
書
い
て
材
料
に
窮
す
る
や
う
な
作
家
な
ら
創
作
を
し
て
も
し
か
た
が
な

い
》

こ
れ
は、
大
正
五
年
七
月
二
十
五
日、

親
友•
恒
藤
恭
に
書
き
送
ら
れ
た

甚
簡
の
一
節
で
あ
る
が、
「
野
呂
松
人
形」
の
説
稿
が
大
正
五
年
七
月
十
八

日
で
あ
る
の
で、
こ
の
甚
簡
に
覗
く
文
学
へ
の
旺
盛
な
窓
欲
と
強
い
自
侍
は、

「
野
呂
松
人
形」
の
形
象
モ
チ
ー
フ
に
も
影
輯
を
及
ば
す
も
の
と
口
っ
て
よ

か
ろ
う。
r
蘊
生
門」
r
色
の
制
作
に、
新
た
な
歴
史
小
説
の
開
拓
を
自

53、
さ
ら
に、
こ
う
し
た
強
い
意
欲
と
自
持
を
示
す
芥
川
の
精
神
の
高
揚

は、
芸
術
的
生
命
に
対
す
る
不
安
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る。

大
正
五
年一
月
二
十
三
日
付
の
山
本
喜
誉
司
宛
害
梱
に
は、
芸
術
的
生
命

の
永
遠
性
を
凝
視
す
る
芥
川
の
真
摯
な
眼
が
開
か
れ
て
い
る。

《
僕
は
時
々
人
生
を
貫
流
し
芸
術
を
貫
流
す
る
力
の
前
に
立
つ
事
が
あ
る

（
立
っ
た
と
思
ふ
と
す
ぐ
又
そ
の
力
を
nた
失
つ
て
し
ま
ふ
が）
そ
し
て
其

力
を
見
失
っ
た
瞬
間
に
僕
は
僕
の
周
囲
に
あ
る
大
き
な
暗
黒
と
寂
蓼
と
に

投
怖
の
念
を
禁
ず
る
事
が
出
来
な
い
》

「
人
生
を
貫
流
し
芸
術
を
貝
流
す
る
力」
が
具
体
的
に
ど
う
い

うも
の
か、

こ
の
困
簡
内
容
だ
け
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が、
他
日
認
め

ら
れ
た
山
本
喜
営
司
宛
の
内
簡
内
容
が
解
明
の
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る。

《
す
ぺ
て
の
位
大
な
芸
術
に
は
名
状
す
る
事
の
出
来
な
い
力
が
あ
る

そ

．
の
力
の
前
に
は
伺
人
も
つ
よ
い
威
圧
を
う
け
る

そ
し
て
そ
の
力
は
如
何

虚
栄

な
る
時
如
何
な
る
芸
術
作
品
に
も
共
通
し
て
俯
は
つ
て
ゐ
ろ

は
時
代
に
よ
っ
て
異
つ
て
も
此
力
は
異
ら
な
い

僕
は
此
力
を
す
ぺ
て
の

芸
術
の
エ
セ
ン
ス
だ
と
思
ふ

そ
し
て
こ
の
力
こ
そ
人
生
を
貰
流
す
る
大

な
る
精
神
生
活
の
発
現
だ
と
思
ふ

此
力
に
交
渉
を
持
た
な
い
限
り
芸
術

品
は
区
々
た
る
骨
菜
と
選
ぶ
所
は
な
い
》
（
大
正
5
.
8
.
1)

こ
の
世
簡
内
容
で、
留
意
す
べ
き
事
項
の
第
一
は、

「
芸
術
の
エ
セ
ン
ス
」

が
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
芥
川
は、
そ
れ
を
「
如
何
な
る
時
如
何
な
ろ

処
に
う
ま
れ
た
如
何
な
る
芸

術作
品
に
も
共
通
し
て
俯
は
つ
て
ゐ
ろ」
「
名

状
す
る
田
の
出
来
な
い
力」
と
考
え
て
い
ろ。
こ
の
力
が
鑑
打
者
に
感
動
を

喚
び
起
こ
す
働
き
を
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
が、
「
美

の
評
価
は
時
代
に
よ
っ
て
異
っ
て
も
此
力
は
異
ら
な
い
」
と
考
え
ろ
芥
川
に

と
っ
て、

感
動
の
大
き
さ
は、
作
品
そ
の
も
の
の
持
つ
力
の
外
に、
時
代
的

要
素
乃
至
は
時
代
的
要
素
に
支
配
さ
れ
る
鑑
賞
者
の
心
に
よ
っ
て
変
化
す
る

も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う。
次
い
で、
留
意
す
べ
き
事
項
の
第
二
は、
「
芸

術
の
エ
セ
ン
ス
」
を
形
成
す
る
具
体
的
要
素
が
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ。
．

芥
川
は、
そ
れ
を
「
人
生
を
貫
流
す
る
大
な
る
精
神
生
活
の
発
現」
し
た
も

の
と
説
明
し
て
い
る
が、
「
大
な
る
精
神
生
活」
の
具
体
的
内
容
を
よ
り
明

確
に
す
る
た
め
に
は、
と
の
苔
簡
の
末
尾
部
に
瑶
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

《
と
の
頃
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
ト
ル
ス
ト
イ
を
よ
ん
で
非
常
に
感
激
し
た

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

一
寸
の
す
き
も
な
く
自
分
の
弱
点
を
改
め
て
行
っ
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
事
を

考
へ
る
と
便
々
と
く
ら
し
て
ゐ
る
の
が
勿
体
な
い
や
う
な
気
さ
へ
す
ろ

ト
ル
ス
ト
イ
は
た
へ
ず
自
分
を
襲
ふ
謳
徳
と
し
て
賭
博
爵

色
欲 美

の
評
価
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心
の
三
つ
を
あ
げ
て
ゐ
る
が

そ
の
三
つ
を
教
っ
た
時
に
彼
は
現
に
そ
の

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

各
々
に
眈
溺
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る

す
ぺ
て
の
悪
が
彼
の
手
で
は
善
に
生

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

.

•

•

•

•

•

•

か
さ
れ
る

そ
し
て
す
ぺ
て
の
苦
痛
が
彼
の
心
で
は
幸
福
に
生
か
さ
れ
る

•

•

•

•

•

•

僕
は
此
頃
し
み
じ
み
ト
ル
ス
ト
イ
の
大
い
さ
を
思
ふ
＼
「
た
ゞ
苦
ま
な
け

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

れ
ば
な
ら
な
い

す
ぺ
て
を
す
て
A．
苦
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

通
り
一

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

ぺ
ん
の
苦
痛
は
苦
痛
と
感
じ
な
い
程
に
苦
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
れ

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

が
神
の
意
志
だ

此
意
志
に
従
っ
て
は
じ
め
て
人
間
は
出
来
上
る
」
》
（

傍
点
引
用
者）

「
自
分
を
襲
ふ
悪
毎
」

を
「
一

寸
の
す
き
も
な
く
」

勢
は、

「
攻
め
て
行
」

＜
姿

「
自
分
に
都
合
の
い
い
や
う
に
物
を
見」

ず
「
い
つ
で
も
不
可
抗
的

に
欺
く
可
ら
ざ
る
其
を
見
る
」

（
大
正
5
.
3
.
24、

旧
藤
恭
宛
書
簡）

眼

を
開
く
こ
と
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う。

芥
川
は、

こ
の
よ
う
な
眼

を
持
つ
作
家
と
し
て
モ
オ
パ
ッ
サ
ン
を
挙
げ
て
い
る。

《
モ
オ
パ
ッ
サ
ン
は
平
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
兄
る
の
み
で
は
な
い

の
ま
A
に
観
じ
得
た
人
間
を
憎
む
可
き
は
憎
み

る。た
位
だ
。
》

（
略）

僕
は
存
外
モ
オ
バ
ッ
サ
ン
が
モ
ラ
リ
ス
テ
イ
ク
な
の
に
驚
い

（
大
正
5
.
3
.
24、

恒
薩
恭
宛
書
簡）

以
上
の
書
簡
内
容
に
即
し
て
み
る
と、

ペ
て
を
す
て
ヽ
苦
」

し
み、

そ
し
て、

愛
す
可
き
は
愛
し
て
ゐ

「
大
な
る
精
神
生
活
」

は、

分
を
襲
ふ
悪
洒
」

を
「
一

寸
の
す
き
も
な
く
」

ざ
る
真
を
見
」

つ
め
な
が
ら
「
憎
む
可
き
は
憎
み
」

あ
り

「
自

「
攻
め
て
行」

こ
う
と
「
す

「
い
つ
で
も
不
可
抗
的
に
欺
く
可
ら

「
愛
す
可
き
は
愛
」

す

「
モ
ラ
リ
ス
テ
ィ
ク
」

な
生
活
と
い
う
こ
と
に
な
る。

し
か
し、

こ
の
よ
う

『

百
物
語
』
の
受
容
と
芥
川
の
独
創
性

な
生
活
の
発
現
に
よ
っ
て
「
名
状
す
る
事
の
出
来
な
い
力」

を
備
え
た
作
品

が、

現
実
に
は
求
め
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は、

次
の
世
間
内

容
が
示
す
よ
う
に、

芥
川
自
身
も
十
分
に
自
党
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
る。

日

《
日
本
の
作
品
に
こ
の
力
を
感
じ
る
や
う
な
も
の
が
あ
ろ
だ
ら
う
か

本
の
芸
術
家
に
こ
の
力
を
の
ぞ
む
で
精
進
し
て
や
ま
な
い
者
が
ゐ
る
だ
ら

う
か
（
略）

＼
此
意
味
で
夏
目
先
生
の
作
品
は
大
き
い

武
者
小
路
氏
の

作
品
は
愛
す
ぺ
き
も
の
が
あ
る

そ
し
て
志
賀
氏
の
作
品
は
光
つ
て
ゐ
る
》

（
大
正
5
.
8
.
1、

山
本
喜
脊
司
宛
祖
簡）

こ
の
芥
川
の
述
飯
に
着
目
す
る
時、

「
人
生
を
貧
流
す
る
大
な
る
精
神
生

活
の
発
現
」

し
た
作
品
は、

芥
川
に
と
っ
て
は、

高
い
完
成
度
を
持
つ
理
想

的
作
品
で
あ
り、

ど
こ
ま
で
も
遠
大
な
努
力
目
標
で
あ
っ
た
と
兄
ろ
こ
と
も

で
き
よ
う。

そ
こ
で、

問
囮
は、

こ
の
よ
う
な
遠
大
な
目
摂
を
出
発
期
の
作

品
に
お
い
て
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
際、

そ
れ
が
、

果
し
て、

作

家
的
不
安
を
喚
び
起
こ
し、

そ
の
ま
ま
作
品
形
象
の
モ
チ
ー
フ
に
な
り
得
ろ

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で、

「
野
呂
松
人
形
」

の
内
在
的
要
素
に
沼

目
し
て
み
た
い
。

吉
田
栢
一

氏
は、

「
野
呂
松
人
形」

の
玉
虹
き
出
し
は
閾
外
の
「
百
物
語
」

に
真
似
た
も
の
で
あ
る
」

と
さ
れ
て
い
ろ
。

困
き
出
し
に
ど
う
い
う
具
体
的
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な
彩
響
が
認
め
ら
れ
る
の
か、
そ
の
指
摘
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が、

両
作
品

を
読
み
比
ぺ
て
み
る
時、
共
通
的
要
素
は
容
品
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る。

．

第一
は、
視
点
人
物・
「
僕」
が、
知
人
の
誘
い
に
よ
っ
て
珍
し
い
催
し

物
に
出
掛
け
て
い
く
経
緯
の
対
応
で
あ
り、

第
二
は、
珍
し
い
佃
し
物
と
そ

の
開
催
場
所
の
対
応
で
あ
り、
そ
し
て、

第
三
は、
催
し
へ
の
参
加
者
と
佃

し
自
体
に
対
し
て
抱
く
視
点
人
物・
「
僕」
の
異
和
感
の
対
応
で
あ
る。
以

上
の
対
応
か
ら
見
て、
「
野
呂
松
人
形」
の
構
想
が
r
百
物
語」
の
彩
響
下

に
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は、
ほ
ば
間
迎
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

と
こ
ろ
で、
r
羅
生
門」
に
お
い
て、
社
会
的
な
規
範
と
か
日
常
的
な
生

活
習
恨
と
か
合
理
的
な
思
考
判
断
を
超
え
た
人
間
の
無
気
味
な
生
命
体
を
極

限
的
状
況
下
に
見
定
め、
そ
し
て、
「
鼻」

に
お
い
て
は、
そ
の
生
命
体
の

醐
悪
さ
と
惨
酷
さ
を
日
常
的
状
況
下
に
確
認
し、
ま
た、

「
孤
独
地
獄」
に

お
い
て
は、
自
己
姶
晦
の
果
て
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
な
い
存
在
不
安
の
開
を
日

常
離
脱
の
批
界
で
汲
視
し
た
芥
川
が、
r
百
物
語」
の
大
き
な
彩
墟
を
受
け

る
「
野
呂
松
人
形」
に
お
い
て、

「
百
物
語」
の
索
淡
と
し
た
生
の
荒
地
に

．

不
思
議
な
命
の
光
を
放
つ
主
人
公
・
飾
密
屋
と
名
妓・
太
郎
の
人
闘
的
側
面

を、

何
故、
捨
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か。
こ
れ
は、
や
は
り、

・
重
要
な
問
題
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
こ
こ
で、

対
応
す
ろ
視
点
人

物・
「
僕」
の
人
物
的
特
性
に
注
目
し、
対
人
関
係
に
現
れ
る
人
間
的
テ
ー

・
マ
を
捨
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
r
野
呂
松
人
形」
の
形
象
モ
チ
ー
フ

と
芥
川
の
認
諜
志
向
の
限
界
性
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
い。

「
百
物
語」
の
視
点
人
物
・
「
僕」
の
認
識
視
座
に
浮
ぶ
周
囲
の
人
物
は、

百
物
語
の
催
し
に
「
僕」
を
誘
い
出
し
た
蔀
君
と
壮
士
俳
優
を
初
め
と
す
る

催
し
へ
の
参
加
者
と
百
物
語
の
開
他
者
・
飾
磨
屋
と、
そ
し
て、
飾
密
屋
に

付
き
添
う
芸
者
・
太
郎
で
あ
る
が、
「
僕」
の
中
心
的
な
認
益
対
象
は
飾
磨

屋
と
太
郎
で
あ
る。

《
察
す
る
に
飾
磨
屋
は
僕
の
や
う
な、
生
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
で
は
な
か

っ
た
ら
う。
そ
れ
が
今
は
悩
か
に
傍
観
者
に
な
つ
て
ゐ
ろ。
併
し
ど
う
し

て
な
っ
た
の
だ
ら
う
か。
（
略）
そ
の
飾
磨
屋
が
ど
う
し
て
今
宵
の
や
う

な
佃
し
を
す
る
の
だ
ら
う。
》

《
あ
れ
は
一
体
ど
ん
な
女
だ
ら
う。
破
産
の
喝
が、
殆
ど
別
な
世
界
に
栖

息
し
て
ゐ
ろ
と
云
つ
て
好
い
僕
な
ん
ぞ
の
耳
に
這
入
る
位
で
あ
る
か
ら、

怜
悧
ら
し
い
あ
の
女
が
そ
れ
に
気
が
付
か
ず
に
ゐ
る
筈
は
な
い。
な
ぜ
死

期
の
近
い
病
人
の
体
を
風
が
難
れ
ろ
や
う
に、
あ
の
女
は
離
れ
な
い
だ
ら

う。
》

二
人
を
見
掴
え
て
い
る
「
僕」
の
眼
は、

主
情
を
抑
え、
対
象
を
冷
厳
に

兄
定
め
な
が
ら
認
識
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
「
傍
賎
者」
の
冷
徹
な
眼
と
言

え
よ
う。
こ
う
し
た
眼
で
対
象
を
見
据
え
る
か
ぎ
り、
「
僕」
と
周
囲
と
の

間
に
は、
冷
々
と
し
た
断
絶
の
溝
が
大
き
く
広
が
っ
て
い
く
外
は
な
い
は
ず

で
あ
ろ。
と
こ
ろ
が、
視
点
人
物
・
「
僕」
は、

周
囲
と
の
断
絶
の
酒
を
広

げ
な
が
ら
も、
「
沈
閃
な
」
表
情
と
「
デ
モ
ニ
ッ
ク」
な
眼
で
「
始
終
な
ん

だ
か
人
を
馬
鹿
に
し
て
ゐ
る」
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
飾
窟
困
が、
辞
去
す
る

依
田
さ
ん
を
意
外
に
も
「
送
り
に
立
っ
た」
こ
と
に
「
な
ん
と
な
く」
気
持

を
和
ら
げ
た
り、
ま
た、

先
邸
者
的
意
識
を
察
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が、
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・
「
祖
健」
で
「
聡
明」
な
蔀
君
の
小
市
民
性
を
「
羨
ま
し
い
」
も
の
と
し
て

．
容
認
す
る
な
ど
し
て、

人
間
的
存
在
へ
の
限
り
な
い
関
心
を
見
せ
て
い
ろ。

し
か
も、

鋭
利
な
批
評
梢
神
は
鈍
ら
せ
ろ
こ
と
な
く
慟
か
せ
な
が
ら、

本
が

続
め
そ
う
に
も
な
い
の
に、

「
田
見
と
云
ふ
和
製
の
漠
語」
で
国
文
学
者
・

依
田
さ
ん
の
「
意
を
迎
へ
」
よ
う
と
す
る
壮
士
俳
優
の
俗
物
性
を
厳
し
く
裁

き、

あ
る
い
は、

旧
来
の
「
芝
居
の
面
目」
を
打
破
し
て
い
C
う
と
努
め
る

庄
(
7)

．
な
ど
し
て、

強
固
な
自
我
を
発
揮
し
て
い
る。
岡
綺
義
恵
氏
は、

「
あ
ら
ゆ

る
過
去
の
伍
ぽ
を
知
悉
し
た
高
き
教
飛
あ
る
保
守
家
で
あ
る
と
共
に、

来
る

ペ
き
時
代
の
空
気
を
感
知
す
る
鋭
敏
な
神
経
を
持
つ
新
人
で
あ
っ
た
沿
外
は、

こ
の
二
つ
の
流
の・
渦
巻
の
中
に
立
ら
す
く
ん
だ
の
で
あ
る。
し
か
も
勇
敢

な
る
突
破
を
試
み
る
に
は
余
り
に
知
性
の
磨
ぎ
す
ま
さ
れ
て
ゐ
た
閾
外
は、

そ
の
立
つ
所
に
立
っ
た
ま
ま
孤
応
の
座
に
乗
り
上
げ
よ
う
と
し
て、
さ
て
こ

そ
諦
念
と
傍
観
と
の
表
情
を
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
」
と
さ
れ
な
が
ら、

そ
の
表
情
の
背
後
に、

「
無
限
に
」
「
立
て
て
ゐ
る
」
「
自
我」
を
読
み
取

っ
て
お
ら
れ
る
が、

堅
牢
な
自
我
と
鋭
利
な
批
評
精
神
と
人
間
的
存
在
へ
の

限
り
な
い
関
心
は、

「
百
物
語」
の
視
点
人
物・
「
僕」
の
重
要
な
人

物的

特
性
と
考
え
ら
れ
る。

「
野
呂
松
人
形」
の
視
点
人
物
・
「
僕」
の
人
物
的
特
性
は、
と
の
よ
う

な
「
百
物
語」
の
視
点
人
物
・
「
僕」
の
特
性
と
は
対
照
的
な
も
の
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

「
野
呂
松
人
形
J

の
視
点
人
物
・
「
僕」
の
認
謀
祝
座
に
ま
ず
浮
ぷ
人
物

は、

世
閻
一
般
の
人
で
あ
る
が、

彼
等
は、

「
洋
収」
で
催
し
に
参
加
す
る

「
僕」
の
意
盆
に
深
く
閲
っ
て
い
る。
「
僕」
が
「
洋
服」
を
選
ぶ
理
由
は、

「
袴
だ
と、

拘
泥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い、

繁
雑
な
日
本
の
eti
gu
et
t
e

•

.

.

•

•

•

•

•

 

も、
争ス
ポ
ン
だ
と、

展、

大
目
に
見
ら
れ
易
い
」
（
傍
点
引
用
者）
か
ら
で

あ
る。
こ
の
よ
う
に
し
て、

「
僕」
が
世
間
一
般
の
人
の
「
大
目
に
見」
る

と
い
う
究
容
さ
を
和
り
に
「
洋
服」
を
選
ぶ
時、

世
閻一
般
の
人
の
「
眼」

は、

善
悪
理
非
の
判
断
を
示
す
基
準
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う。
こ
の
甚

準
は、

勿
論、

「
僕」
の
告
発
対
象
に
も
な
り
得
る
が、

「
僕」
が
こ
の
基

印
に
自
我
を，
埋
没
さ
せ
る
か
ぎ
り、

「
僕」
は、

r
百
物
語」
の
視
点
人
物

・
「
僕」
の
よ
う
に、

堅
牢
な
自
我
に
支
え
ら
れ
た
鋭
利
な
批
評
精
神
で
も

っ
て、

世
間一
般
の
人
と
厳
し
く
対
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
あ

ろ。次
い
で、

「
僕」
の
認
識
視
座
に
浮
ぶ
人
物
は、

友
人
の
K
と
知
人
の
英

吉
利
人
を
中
心
と
す
る
拙
し
へ
の
参
加
者
で
あ
る。

彼等
は、

「
洋
服」
姿

で
あ
る
「
僕」
の
対
立
者
と
し
て
「
僕」
に
「

et
r
a
n
get

の
感」
を

換
び
起
こ
す
存
在
で
あ
る
が、

「
驚
い
た
事
に
は、

僕
の
知
つ
て
ゐ
る
英
吉

利
人
さ
へ
、

紋
付
に
セ
ル
の
袴
で、

扇
を
前
に
控
へ
て
ゐ
る
」
（
傍
点
引
用

者）
と
い
う
特
筆
描
写
と、
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術

の
作
品
は、

そ
の
製
作
の
場
所
と
時
代
と
を
知
っ
て、

始
め
て、

正
当
に
愛

し、

且、

理
解
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
想
念
と
の
照
応
に
留
窓
し

て
み
る
時、

「
僕」
の
「
et
r
a
n
ger
の
感」
を、
た
だ
凩
装
次
元
の
問

題
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い。

「
英
吉
利
人
さ
へ
」
和
服
で
参
加

し
て
い
る
野
呂
松
人
形
の
会
場
は、

「
大
目
に
見
ら
れ
易
い
」
「
便
利」
さ
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か
ら
洋
服
を
沼
用
し、
ま
た、
「
野
呂
松
人
形
と
云
ふ
も
の
が、
ど
ん
な
も

の
か」
「
そ
の
日
に
な
っ
て、
K
の
説
明
を
聞
く
ま
で
は」
「
よ
く
知
ら
な

か
っ
た
」
よ
う
な
「
俣」
な
ど
の
入
り
込
め
な
い
文
化
的
共
生
基
盤
が
築
か

れ
て
い
る
の
で
あ
り、
「
僕」
の
紐
く
「
9t
ra
n
ger

の
感」
は`

こ
の

緊
密
な
共
生
甚
槃
に
対
す
る
異
和
感
と
苫
え
よ
う。

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

《
K
は、
そ
れ
か
ら、
い
ろ
／
＇ヽ
、
野
呂
松
人
形
の
話
を
し
た。
（
略）

自
分
は、
時
、々
六
掛
の
座
敷
の
正
面
に
出
来
て
ゐ
る
費
台
の
方
を
眺
め

•

•

•

•

 

な
が
ら、
ぽ
ん
や
り
K
の
説
明
を
聞
い
て
ゐ
た。
》
（
防
点
引
用
者）

《
「
人
形
に
は、

男
と
女
と
あ
っ
て
ね、

男
に
は、
胃
頭
と
か、

文
字
兵

••••••••

衛
と
か、
十
内
と
か、
老
佃
と
か
云
ふ
の
が
あ
る3
K
は
弁
じ
て
倦
ま
な

••••••••

い。
＼
「
女
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
か
9
と
英
吉
利
人
が
云
っ
た。
＼

「
女
に
は、

朝
日
と
か、

照
日
と
か、
そ
れ
か
ら
お
き
ね、
（
略）
」
＼

••••
••••••••••••
 

生
切、
そ
の
内
に、
僕
は
小
用
に
行
き
た
く
な
っ
た。
》
（
傍
点
引
用
者）

K
と
英
吉
利
人
が
野
呂
松
人
形
を
媒
体
と
し
て
緊
密
な
共
生
的
文
化
四
に

生
き
て
い
る
こ
と
は、

両
人
共
に
沼
用
し
て
い
ろ
「
和
服」
姿
を
初
め
と
し、

人
形
に
つ
い
て
の
豊
か
な
知
器
を
「
い
ろ
／
＼＇
」
と
「
弁
じ
て
屈
ま
な
い」

K
の
然
弁
と
か
そ
れ
に
質
問
を
発
し
な
が
ら
深
い
OO
心
を
示
す
英
吉
利
人
の

ほ
倒
振
り
に
よ
っ
て
具
＆
化
さ
れ
て
い
ろ。
こ
れ
は、
r
百
物
沿」
の
「一

人
一
人
の
閥
に
な
ん
の
共
通
点
も
な
い
」
「
し
ら
じ
ら
し
い
」
状
況
孜
定
と

は
対
照
的
な
も
の
で
あ
る。
こ
の
状
況
設
定
に
よ
っ
て、
た
だ
一
人、

共
生

的
文
化
四
に
馴
染
め
な
い
「
俣」
の
エ
ト
ラ
ン
ゼ
的
特
性
が
浮
き
彫
り
さ
れ

る
の
で
あ
る
が、
K
の
説
明
を
「
ば
ん
や
り」
と
聞
い
た
り、
ま
た、
「
弁

じ
て
俗
ま
な
い
」
K
の
説
明
の
途
中
で
「
小
用
に
行
き
た
く
な
っ
た
」
り
す

る
「
僕」
の
姿
か
ら
は、

野
呂
松
人
形
の
共
生
的
文
化
四
と
対
決
す
る
「
僕」

の
明
確
な
自
己
火

示を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い。

「
僕」
が、

野
呂
松
人
形
の
文
化
四
に
馴
染
め
な
い
エ
ト
ラ
ン
ゼ
と
し
て

の
自
党
を
は
っ
き
り
と
持
つ
な
ら
ば、
そ
の
「
僕」
は、
r
百
物
語」
の
祝

点
人
物・
「
僕」
の
よ
う
に、
木
来、
「
手
の
指
を
動
か
す
事
は
あ
る
が、

そ
れ
も
減
多
に
ゃ
ら」
ず、
「
体
を
前
後
に
ま
げ
た
り、
手
を
左
右
に
動
か

し
た
り
す
る」
だ
け
の
人
形
を、
「
甚
だ、

閻
の
の
び
た」
も
の
と
し
て、

骰
底
的
に
告
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る。
と
こ
ろ
が、
「
僕」

は、
人
形
に、
「
甚
だ
間
の
の
び
た
」
も
の
を
感
じ
る
と
同
時
に、
「
何
処

か
鷹
揚
な、
品
の
い
い
も
の
」
と
し
て、

そ
の
伝
統
的
な
芸
能
の
美
点
を
受

け
と
め、
あ
る
い
は、
「
簡
素
な
舞
台
を
見」
な
が
ら
「
非
常
に
い
い
心
も

ら」
（
傍
点
引
用
者）
を
味
わ
っ
た
り
し
て
い
る。
C
れ
は、

異
和
感
の
も

と
で
芸
術
的
生
命
の
限
界
性
を
自
党
し
て
い
く
「
俵」
の
認
鏃
過
程
に
お
い

て
は、

整
合
性
を
欠
く
異
質
な
感
党
と
苫
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
こ
の
整

合
性
を
欠
く
原
因
と
し
て、
形
象
性
を
破
り
直
接
顔
を
覗
け
ろ
芥
111
自
身
の、

万
m
に
通
焼
す
る
只
し
ら
屈
り
と
か、
大
叔
父
に
大
通、
細
木
呑
以
を
持
ら、

ま
た、

「
代
々
お
奥
坊
主」
（
文
学
好
き
の
家
庭
か
ら）
を
勤
め
て
い
た
り

し
た
由
紹
あ
る
芥
川
家
の
菊
り
石
き
通
人
意
益
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
が、

作
品
内
部
の
自
立
的
形
象
性
か
ら
す
る
と、
こ
れ
は、
堅
牢
な
自
我
を
持
ら

合
わ
せ
な
い
視
点
人
物
・
「
僕」
の
脆
弱
な
二
面
性
の
現
れ
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う。
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•

こ
の
よ
う
に、
対
人
関
係
に
見
ら
れ
る
「
野
呂
松
人
形」
の
祝
点
人
物
・

「
僕」
の
人
物
的
特
性
と
し
て
は、

世
閥
の
眼
に
支
配
さ
れ
や
す
い
脆
弱
な

自
我
と
栢
極
的
な
自
己
表
示
を
欠
く
曖
昧
性
と、
そ
し
て`

観
念
的
な
原
理

認
識
へ
の
領
斜
顛
向
を
挙
げ
る
C
と
が
で
き
る
が、
こ
れ
ら
の
人
物
的
特
性

に、

芥
川
自
g
の
ど
の
よ
う
な
生
活
姿
勢
が
投
彩
し
て
い
ろ
の
か、
こ
こ
で、

芥
川
の
作
品
に
脊
せ
ら
れ
ろ
同
時
代
評
と
形
象
モ
チ
ー
フ
と
の
関
係
に
珀
目

し
て
み
た
い。

《

祠」
の
曲
折
が
na
tura一
で
な
い
と
云
ふ
非
難
は
当
つ
て
ゐ
ろ

そ
れ
は
綿
抜
翌一
郎
も
指
摘
し
て
く
れ
た

重
々
尤
に
思
っ
て
ゐ
ろ。
＼

そ
れ
か
ら
夏
目
先
生
が
大
へ
ん
か
を
ほ
め
て

わ
ざ
わ
ざ
長
い
手
紙
を
く

れ
た

大
へ
ん
恐
縮
し
た

成
瀬
は
「
夏
目
さ
ん
が
あ
れ
を
そ
ん
な
に
は

め
る
か
な
あ」
と
云
つ
て
不
思
議
が
つ
て
ゐ
る

あ
れ
を
ほ
め
て
以
来
成

瀬
の
眼
に
は
夏
目
先
生
が
前
よ

りも
え
ら
く
な
く
見
え
ろ
ら
し
い

成
瀬

は
自
分
の
骨
ざ
ら
し
が
第一
の
作
で
松
岡
の
「
痣
廊
隊」
が
そ
れ
に
次
ぐ

名
作
だ
と
確
信
し
て
ゐ
る
》

こ
れ
は、

大
正
五
年
三
月
二
十
四
日、
親
友、

恒
偵
恭
に
宛
て
た
む
簡
の

一
節
で
あ
ろ。
こ
の
也
簡
か
ら
は、
出
世
作
と
な
っ
た
「
科」
に
対
す
る
主

要
な
同
時
代
評
の
意
見
内
容
と
そ
れ
に
対
す
る
芥
川
の
反
応
の
様
子
を
翠
っ

こ
と
が
で
き
ろ。 同

時
代
評
と
形
象
モ
チ
ー
フ

恒
藤
恭
は、

第一
麻
等
学
校
時
代
の
肝
胆
相
照
ら
し
た
級
友
で
あ
り、

綿

注(9)

抜
高一
郎
（
林
原
耕一二）
は、
芥
川
が
漱
石
山
刃
の
「
木
曜
会」
に
出
席
で

き
る
よ
う
に
紹
介
の
労
を
と
っ
た
学
友
で
あ
り、
そ
し
て、
成
涌
正一
は、

「
新
思
翔」
の
機
oo
誌
仲
閥
で
あ
ろ。

恒
藤
と
綿
抜
の
共
通
し
て
指
摘
す
ろ
「
曲
折
が
nat
ur
al
で
な
い」

と
い
う
批
判
内
容
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
の
か、

明
ら
か
で
は

な
い
が、

芥
川
の
独
創
的
部
分
と
言
え
ろ
禅
智
内
供
と
弟
子
佃
の
心
理
変
化

の
曲
折
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ。
ま

た、

成
瀬
の
批
判
は、
ゴ
oo
実
派
で
無
技
巧
な
感
激
を
重
ん
じ
た
も
の
を
宙

き
た
い」
と
い
う
立
場
か
ら
「
K
外」
は
技
巧
が
筋
過
ぎ
て
あ
ま
り
に
老
成

注
(
U

ぶ
つ
て
ゐ
ろ
」
と
し、
も
っ
と
「
真
面
目
に
人
生
と
取
組
ん
だ
」
作
品
を
む

く
ぺ
き
で
あ
ろ
と
主
張
し
た
も
の
で
あ
ろ。
こ
れ
ら
は、

形
象
性
の
根
幹
と

作
家
姿
勢
の
基
本
に
向
け
ら
れ
た
批
判
と
言
え
る
が、
右
也
簡
に
見
ら
れ
ろ

よ
う
に、

芥
川
は、

親
交
を
困
ね
て
い
る
自
近
な
友
人
の
批
判
に
対
し
て
は、

強
硬
に
反
論
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
ろ。
し
か
し、
こ
れ
は、

友
人
の

言
を
容
認
し
て
い
ろ
た
め
と
宮
い
き
ろ
こ
と
は
で
き
な
い。
右
田
簡
を
少
し

丁
寧
に
説
め
ば、
巧
み
に
自
沼
心
を
防
護
し
て
い
ろ
芥
川
の
老
拾
な
陳
述
技

法
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る。

「
非
雑
は
当
つ
て
ゐ
ろ」
「
重
々
尤
に
思
つ
て
ゐ
ろ」
と
い
う
言
菜
は、

恒
藤
の
批
判
に
対
す
る
従
順
な
同
意
を
示
す
返
事
で
あ
り、
ま
た、
こ
の
直

後
に
四
か
れ
て
い
ろ
「
そ
れ
か
ら」
は、

慎
重
に
選
び
と
ら
れ
た
言
菓
で
あ

る。
「
そ
れ
か
ら」
が
「
し
か
し」
で
あ
っ
た
場
合、

冒
頭
部
の
従
順
な
同
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意
を
示
す
言
葉
は
一
変
し
て、
辛
辣
な
媒
味
を
表
わ
す
言
葉
と
な
る
の
で
あ

る。
親
友
の
批
判
的
見
解
を
容
認
し
た
後、
「
そ
れ
か
ら」
と
い
う
接
続
詞

に
よ
っ
て
前
後
の
文
の
因
果
関
係
を
断
ち
切
り、
そ
し
て、
菰
み
の
あ
る
漱

石
の
貸
讃
を
さ
り
げ
な
く
紹
介
す
る
時、
批
判
的
見
解
の
容
認
と
漱
石
の
讃

辞
の
紹
介
と
い
う
矛
盾
す
る
二
つ
の
事
項
が
同
時
に
成
立
し、
批
判
を
容
認

す
る
芥
川
の
姿
勢
と
は
無
関
係
に、
文
姦．
漱
石
の
讃
辞
は
大
き
な
璽
み
を

持
ち
は
じ
め
る
の
で
あ
る。
次
い
で
記
さ
れ
て
い
る
成
瀬
の
批
判
的
意
見
の

紹
介
に
も、
同
質
の
老
拾
な
陳
述
技
法
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
百
え
よ
う。

．
成
源
が
「
昴」
を
賞
讃
す
る
漱
石
に
疑
問
を
持
ら、
漱
石
を
貶
め
れ
ば
貶
め

る
ほ
ど、

成
顧
は
道
化
師
と
化
し
て
い
き、
文
豪・
漱
石
の
想
辞
は
一
溜
大

き
な
煎
み
を
持
ち
は
じ
め
る
の
で
あ
る。

第
四
次

面留心
翔」
の
創
刊
に
先
立
つ
読
み
合
わ
せ
会
で、
作
家
姿
勢
の
基

本
に
触
れ
る
手
き
び
し
い
批
判
を
成
顧
よ
り
受
け
な
が
ら
も、
大
き
な
自
負

と
意
欲
を
心
中
に
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
芥
川
の
思
い
は、
「
新
思
潮」
創
刊

号
の
編
集
後
記
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る。

．
《
僕
は
こ
れ
か
ら
も
今
月
の
と
同
じ
ゃ
う
な
材
料
を
使
っ
て
創
作
す
る
つ

•

も
り
で
ゐ
る。
あ
れ
を
単
な
る
歴
史
小
説
の
仲
周
入
を
さ
せ
ら
れ
て
は
た

ま
ら
な
い。
勿
論
今
の
が
大
し
た
も
の
だ
と
は
思
は
な
い
が。
そ
の
中
に

•

も
う
少
し
ど
う
に
か
出
来
る
だ
ら
う。
》

「
単
な
ろ
歴
史
小
説」
で
は
な
い
「
歴
史
小
説」
が
兵
体
的
に
ど
う
い
う

 も
の
で
あ
る
の
か、

芥
川
は
明
ら
か
に
は
し
て
い
な
い
が、
後
年、
B
澄
江

堂
雑
記」
に
お
い
て
述
べ
て
い
る、
日
本
の
歴
史
小
説
は
「
大
抵
古
人
の
心

に、
今
人
の
心
と
共
通
す
ろ、
云
は
ば
ヒ
ュ
マ
ン
な
OO
き
を
捉
へ
た、
手
つ

取
り
早
い
作
品
ば
か
り
で
あ
ろ」
が、
「
現
代
の
そ
れ
と
は
大
分
述
ふ」
考

え
方
を
「
虚
心
平
気
に
宙
き
上
げ」
て、
「
現
代
と
の
対
照
の
問
に」
「
或

陪
示
を
与
へ
」
る
よ
う
な
「
新
機
軸
を
出
す
も
の
は
ゐ
な
い
か
」
（
九
「
歴

史
小
説」
）
と
か、
あ
る
い
は、
「
テ
エ
マ
を
芸
術
的
に
最
も
力
面
く
表
現

す
る
為
に」
「
異
常
な
事
件
が
必
要
に
な
る
と」
「
不
自
然
の
阻
碍
を
避
け

る
為
に
舞
台
を
昔
に
求
め
た
」
・(-=
+-
「
昔」
）
と
い
う
考
え
を
対
応
さ

せ
て
み
る
時、
芥
川
が、
古
い
昔
の
異
常
な
非
人
間
的
世
界
の
中
に、
不
可

思
紐
な
人
間
存
在
の
真
実
を
暗
示
し
た
r
羅
生
門」
と
同
質
の
歴
史
小
説
を

目
指
し
て
い
た
こ
と
は、
十
分
に
推
定
し
得
ろ
こ
と
で
あ
る。
こ
う
し
た
創

造
的
意
図
と
意
欲
を
抱
く
芥
川
に
と
っ
て、

作
品
内
容
の
「
上
品
な
趣」
と

か
材
料
の
「
新
し」
さ
と
か、
ま
た、
「
要
領
を
得
て
能
く
整
つ
て
ゐ」
る

注
（
立

文
章
を
称
え
る
漱
石
の
讃
辞
は、
新
た
な
自
信
と
意
欲
を
喚
び
起
こ
す
掛
け

替
え
の
な
い
大
き
な
力
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

文

学仲
問
に
は
批
判
さ
れ
な
が
ら
も、
漱
石
か
ら
は
思
い
が
け
な
い
賞
讃

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
芥
川
は、
や
が
て、
文
坦
と
い
う
開
か
れ
た
世
界

に
お
い
て
も、
同
じ
よ
う
な
分
裂
的
評
価
を
受
け
て
い
る。

そ
の
一
っ
は、
「
新
潮」
（
大
正
5
年
4
月
号）
の
批
評
瀾
に
掲
載
さ
れ

た
「
育
頭
巾」
の
否
定
的
評
価
で
あ
る。

《
此
の
人
の
同
じ
く
平
安
朝
に
材
を
取
っ
た
「
羅
生
門」
を
面
白
い
と
思

っ
た
が、
こ
れ
も一
寸
面
臼
い。
け
れ
ど
も
「
羅
生
門」
に
は
及
ば
な
い、

「
屈
生
門」
に
は
時
代
が
宙
け
て
ゐ
た、
単
な
る
時
世
粧
以
外
に、
そ
の
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む

す

び

時
代
の
思
廟
が
仄
か
に
う
か
ゞ
は
れ
ろ
丈
の
描
写
が
出
来
て
ゐ
た。
此
の

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

作
は
要
す
ろ
に
「
寓
話」
に
過
ぎ
な
い。
一
寸
し
た
思
ひ
つ
き
に
過
ぎ
な

い。
》
（
傍
点
引
用
者）

も
う
―
つ
は、
漱
石
を
中
心
と
す
ろ
漱
石
山
房
の
人
々
が
見
せ
ろ
好
意
的

評
価
で
あ
る。
T
知
生
が
ほ
め
て
く
れ
た
か
ら
と
い
ふ
訳
で
も
な
か
っ
た
で

せ
う
が、
芥
川
と
か
久
米
等
は、
先
生
が
認
め
る
く
ら
ゐ
上
手
い
の
か
と
思

·
っ
た
た
め
も
あ
ろ
か、
皆
ん
な
と
て
も
ほ
め
て
く
れ
ま
し
た
」
と
久
米
正
雄

注
（
込

に
回
想
さ
せ
る
よ
う
な
漱
石
山
房
の
好
意
的
な
状
況
の
も
と
で、
「
新
小
説」

の
編
粗
顧
問
で
あ
っ
た
鈴
木
三
狐
吉
の
尽
力
に
与
か
り`

r
昇」
は
「
新
小

説」
の
五
月
号
に
再
掲
さ
れ、
や
が
て
は、
同
誌
に
載
せ
ろ
べ
き
新
し
い
短

編
の
依
穎
を
受
け
ろ
幸
迎
に
恵
ま
れ
て
い
ろ。

批
判
と
賞
讃
と
い
う
対
極
的
な
価
伯
判
断
を
同
時
に
受
け
と
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
芥
川
は、
評
価
基
準
の
根
底
を
探
り
な
が
ら、
そ
れ
ぞ
れ
の

意
見
を
相
対
化
し
て
い
く
と
と
も
に、
芸
術
的
生
命
の
永
遠
性
に
思
い
を
寄

せ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
「
僕一
身
か
ら
云
ふ
と、
外
の
人
に
ど
ん

な
悪
口
を
云
は
れ
て
も
先
生
に
褒
め
ら
れ
れ
ば、
そ
れ
で
満
足
だ
っ
た。
同

時
に
先
生
を
唯一
の
標
準
に
す
る
事
の
危
険
を、
時
々
は
怖
れ
も
し
た
」
（

大
正
6
.
1
.
1、
「
新
思
潮」
第
2
年
第
1
号）
と
い
う
言
葉
は、
こ
の

思
い
の
一
端
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ。

文
学
仲
間
と
か
親
友
の
『
鼻」
に
対
す
る
批
判
的
見
解
に
対
し、
攻
撃
的

な
反
論
を
す
ろ
こ
と
も
な
く
そ
の
ま
ま
容
認
し、
し
か
し
心
底
で
は、
漱
石

の
賞
讃
と
激
励
を
大
き
な
支
え
と
し
て
自
苓
心
を
保
持
し
つ
づ
け
て
い
た
芥

川
は、
個
人
の
主
情
的
判
断
や
文
坦
の
派
閥
的
力
学
に
よ
っ
て
動
く
作
品
評

価
の
浮
動
性
に
対
し、

大
き
な
疑
念
を
持
つ
と
と
も
に、
芸
術
的
生
命
の
永

遠
性
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

「
野
呂
松
人
形」
の
視
点
人
物・
「
僕」
に、
「
僕
た
ち
の
書
い
て
ゐ
ろ

小
説
も、
何
時
か
こ
の
野
呂
松
人
形
の
や
う
に
な
ろ
時
が
来
は
し
な
い
だ
ら

う
か」
と
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
考
え
を
拠
り
所
に
述
恨
さ
せ
る
芥
川

は、
「
鼻」
に
対
す
る
毀
営
髪
貶
の
声
の
背
後
に
動
く
複
雑
な
人
間
関
係
と

の
対
決
を
避
け
な
が
ら、
そ
の
総
て
の
声
を
相
対
化
し
得
る
視
点
を
獲
得
し

た
の
で
あ
る。
こ
れ
は、
「
社
会
的
因
襲
を
軽
痰
し
な
が
ら、
し
か
も
社
会

的
因
襲
と
矛
盾
せ
ぬ
生
活
を
す
ろ」
「
最
も
賢
い
処
世
術」
（
保
俯
の
召
葉）

を
心
掛
け
ろ
芥
川
が、
「
新
思
潮」
と
か
漱
石
山
房
の
「
木
曜
会」
と
い
う

共
生
的
文
化
濶
の
中
で
制
御
し
て
い
た
自
己
を
回
復
す
る
た
め
の
最
適
な
視

点
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う。
し
か
し、
「
時
代
と
場
所
と
の
制
限
を
離
れ
た

美
は、
ど
こ
に
も
な
い」
と
い
う
否
定
的
論
理
を
機
軸
に
し
た
相
対
化
の
思

弁
処
理
に
よ
っ
て、
野
呂
松
人
形
の
文
化
基
盤
を
相
対
化
し、
そ
し
て、
そ

の
文
化
隧
に
お
け
ろ
「
僕」
の
「
etr
anger
の
感」
を
正
当
化
し、
さ

ら
に
は、
「
鼻」
に
対
す
る
毀
営
褒
貶
の
声
を
も
相
対
化
し
た
芥
川
は、
や

が
て、
相
対
化
の
果
て
に
待
つ
茫
淡
と
し
た
虚
無
の
奈
落
に
陥
ち
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
ろ。
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こ
れ
に
対
し、

「
百
物
話」
の
閲
外
は、
混
沌
と
し
た
生
の
実
在
を
思
想

の
原
理
性
に
よ
っ
て
整
理
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い。
「
百
物
語」
の

因外

は、
百
物
語
の
他
し
に
参
渠
し
た
人
々
の
白
々
し
い
人
間
関
係
と
命
を
な
く

し
た
百
物
語
の
形
骸
を、
視
点
人
物
・
「
僕」
に
蝦
し
く
告
発
さ
せ
な
が
ら、

自
己
の
対
決
す
べ
き
批
判
的
対
象
の
特
質
を
明
班
化
し
て
い
く
と
と
も
に、

そ
れ
を
超
脱
す
る
高
次
の
生
を
探
っ
て
お
り、
主
人
公
・
節
磨
屋
の
循
人
的

歴
史
の
変
転
期
と
明
治
と
い
う
開
化
期
の
時
代
的
変
転
期
の
瓜
な
り
合

う荒

涼
と
し
た
圏
の
奥
に、

不
可
思
議
な
光
を
放
ち
な
が
ら
息
づ
く
飾
磨
屋
と
太

郎
の
生
の
存
在
感
は、
観
念
的
な
思
想
の
原
理
性
に
は
収
束
で
き
な
い
確
か

9
重
み
を
見
せ
て
い
る。

「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
作
品
は、
そ
の
製
作
の
場
所
と
時
代
と
を
知
っ
て、

始
め
て、

正
当
に
愛
し、
且、
理
解
し
得
る
」
と
い
う
前
提
の
も
と
で
は
異

端
者
と
な
ら
ざ
ろ
を
得
な
い
「
洋
服」
姿
に
仕
立
て
ら
れ、
最
初
か
ら、
野

呂
松
人
形
の
共
生
的
文
化
既
に
お
け
る
被
告
者
の
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た

「
僕」
が、

自
己
検
証
を
果
す
た
め
に
は、

権
威
あ
る
先
駆
者
の
思
想
を
も

．
っ
て
総
て
を
相
対
化
す
ろ
よ
り
外
に
術
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が、
こ
の
よ

う
な
視
点
人
物
・
「
僕」
の
形
象
に
は、
「
新
思
潮」
と
か
漱
石
山
房
の
「

木
昭
会」
に
お
け
る
意
外
に
生
く
さ
い
人
間
関
係
と
下
町
の
古
風
な
生
活
秩

序
に
鋭
敏
9
芥
川
自
g
の
老
拾
な
処
世
が
深
v
oo
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か。
そ
し
て、

「
野
呂
松
人
形」
に
慟
く
こ
の
よ
う
な
形
象
モ

チ
ー
フ
は、
T-
T
羅
生
門」
を
と
り
ま
く
「
da
r
kn
es
s

」
の
中
に
「

.
s
9
日"t
hi
n
g
J
 �
見
出」
そ
う
と
し
た
「
倫
盗」
の
中
断
と
か、
「
酒

虫」
「

芋
粥」
に
お
け
る
相
対
化
の
思
弁
処
理

にも
深
v
oo
っ
て
い
た
と
言

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

(
1)
吉
田
箔一
《
芥
川
龍
之
介
の
芸

術と
生
涯》
（一
九
五
二、
河
出
密
房）

(
2)
片
岡
良
一
《
閲
語
と
文
学
の
教
室・
芥
川
龍
之
介
》
（一
九
五
七、

福
村
肉
店）

(
3)
進
藤
純
孝
《
芥
川
龍
之
介
》
（
一
九
六
四、

河
出
術
房
新
社）

(
4)
片
岡
哲
《
野
呂
松
人
形
》
（
菊
地
弘
・
久
保
田
芳
太
郎
．
oo
口
安
義

編
「
芥
川
龍
之
介
研
究」
〈
一
九
八
一
、
明
治
得
院
〉
所
収）

(

5

)

第
四
次
「
新
思
潮」
創
刊
号
の
校
正
後
記
に
記
さ
れ
て
い
る。
本
稿

〈
三
〉
で
触
れ
る。

(
6)
注
(
1)
に
同
じ。

(
7)
《
閾
外
と
諦
念
》
（
一
九
六
九、
宝
文
館）

(
8)
本
稿
〈
む
す
ぴ
〉
で
触
れ
る。

（
《
大
正
五
年
の
芥

(
9)
石
割
透
氏
は
林
原
耕
三
と
推
定
さ
れ
て
い
る。

川

1
同
時
代
評
を
中
心
に
》
一
九
七
八、

駒
沢
短
大
国
文
8)

(
IO)
久
米
正
雄
《
二
階
堂
放
談
》
一
九
三
五、
新
英
社）
（
lI）
久
米
正

雌〈〈
風
と
月
と
》
（一
九
四
七、
鎌
倉
文
庫）
（
12）
一
九
一
六、
二、

一
九、

芥
川
閥
之
介
宛
笞
簡
(
13)
注
(
IO)
に
同
じ。

(
14)
注
(
1)
宙
参
照。
(
15)
海
老
井
英
次
《
「
倫
盗」
へ
の
一
視
角
》

（
「
語
文
研
究」
三
i
•

三
二
合
併
号、
一
九
七
―
‘
I
0)

（
昭
和
三
十一
年
三
月
卒
菜、
岡
山
県
立
短
期
大
学
助
教
授）

〈
注
〉
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