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一

﹃
荒
絹
﹄﹃
老
人
﹄﹃
清
兵
衛
と
瓢
箪
﹄﹃
赤
西
蠣
太
﹄﹃
十
一

せ
い
べ

え

ひ
よ
う
た
ん

あ
か
に
し
か
き
た

月
三
日
午
後
の
事
﹄﹃
小
僧
の
神
様
﹄﹃
矢
島
柳
堂
﹄
⁝
⁝
志
賀

直
哉
氏
の
こ
れ
ら
の
短
い
作
品
を
読
ん
で
︑
私
は
︑
少
し
大
袈
裟

な
言
葉
で
あ
る
が
︑
醇
乎
と
し
て
醇
な
る
芸
術
に
接
し
た
感
じ
が

じ
ゆ
ん
こ

し
た
︒
蕪
雑
な
荒
っ
ぽ
い
毛
む
く
じ
ゃ
ら
な
腕
を
ま
く
っ
て
︑
ゆ、

す
り
文
句
を
並
べ
て
い
る
よ
う
な
文
学
を
︑
し
ば
し
ば
読
ま
さ
れ

、
、
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て
い
る
今
日
︑
私
は
志
賀
氏
の
あ
る
作
品
に
よ
っ
て
︑
胸
の
す
が

す
が
し
く
な
る
気
持
が
し
た
︒
強
烈
な
る
文
学
︑
戦
闘
的
な
文
学
︑

濃
艶
な
文
学
︑
悲
壮
な
文
学
︒
古
今
の
文
学
は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
に

お
い
て
存
在
の
価
値
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
激
し
さ
し
つ

こ
さ
を
表
に
現
し
て
い
な
い
︑
和
や
か
な
感
触
を
読
者
に
与
う
る

な
ご

芸
術
も
︑
尊
重
し
て
い
い
の
で
あ
る
︒
こ
と
に
こ
の
頃
は
︑
そ
う

い
う
も
の
が
な
さ
過
ぎ
る
︒

如
上
の
小
説
に
は
︑
淡
彩
の
日
本
画
と
い
っ
た
よ
う
な
趣
が
あ

る
︒
こ
れ
ら
に
比
べ
る
と
︑
有
島
武
郎
氏
の
作
品
は
油
絵
で
あ
る
︒

志
賀
氏
の
よ
う
な
作
品
は
︑
原
稿
料
を
当
て
に
生
活
し
て
い
る
作



7

家
に
は
︑
と
て
も
書
け
そ
う
で
な
い
が
︑
そ
こ
に
︑
文
学
者
と
し

て
の
氏
の
弱
点
も
潜
ん
で
い
る
︒世
路
の
経
験
を
経
た
あ
と
で
も
︑

温
室
育
ち
の
お
坊
ち
ゃ
ん
気
質
の
跟
を
留
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

あ
と

っ
て
︑
読
者
に
与
え
る
感
銘
に
お
い
て
損
を
し
て
い
る
︒
氏
の
初

期
の
作
品
で
は
あ
る
が
︑﹃
網
走
ま
で
﹄
を
取
っ
て
︑
葛
西
善
蔵

氏
の
﹃
急
行
券
﹄
と
い
う
小
品
に
比
べ
て
見
る
と
い
い
︒
共
に
︑

汽
車
の
な
か
で
起
っ
た
小
事
件
で
あ
る
が
︑
二
人
の
作
者
の
日
常

生
活
を
反
映
し
て
い
て
面
白
い
︒
無
論
前
者
の
方
が
︑
物
を
見
る

目
も
傑
れ
て
い
る
し
︑
筆
の
使
い
振
り
に
う
ま
味
も
あ
る
︒
し
か

し
︑
後
者
の
︑
作
者
自
身
に
備
っ
て
い
る
生
活
苦
か
ら
染
み
出
て
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い
る
哀
歓
の
影
に
︑
前
者
の
遊
び
気
分
よ
り
も
我
々
の
心
は
惹
か

れ
が
ち
に
な
る
の
を
如
何
と
も
し
が
た
い
︒

い
か
ん

そ
れ
で
︑
志
賀
氏
に
は
︑﹁
温
室
育
ち
の
お
坊
ち
ゃ
ん
﹂
ら
し

い
所
が
︑
随
所
に
作
品
に
現
れ
て
い
て
︑
時
と
し
て
作
品
を
安
っ

ぽ
く
し
て
い
る
が
︑
芸
術
家
と
し
て
の
天
分
の
備
っ
て
い
る
こ
と

は
︑
葛
西
氏
な
ど
と
は
よ
ほ
ど
違
っ
て
い
る
︒
人
間
を
見
る
目
が

冴
え
て
い
て
︑
頭
脳
も
粗
笨
で
な
い
︒

そ

ほ
ん

﹃
老
人
﹄
が
い
い
︒﹃
小
僧
の
神
様
﹄
が
い
い
︒
二
つ
と
も
私

の
好
き
な
作
品
で
あ
っ
た
が
︑
今
度
新
た
に
読
み
直
し
て
︑
新
た

に
興
味
を
覚
え
た
︒
芸
術
の
匂
い
が
し
て
い
る
よ
う
で
︑
人
生
味
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も
豊
か
だ
︒
こ
う
い
う
作
品
に
は
︑
有
り
が
ち
な
感
傷
語
の
濫
用

が
な
い
︒
ユ
ー
モ
ア
が
自
か
ら
備
っ
て
い
て
︑
わ
ざ
と
ら
し
さ

お
の
ず

が
な
い
︒
下
品
で
な
い
︒﹃
老
人
﹄
は
︑
円
本
の
細
字
で
僅
か
二

ペ
ー
ジ
ば
か
り
の
小
品
で
あ
る
が
︑
あ
る
老
人
の
心
境
を
︑
簡
に

し
て
細
か
に
写
し
て
い
る
︒
作
者
の
初
期
の
作
品
で
あ
る
が
︑
若

く
し
て
よ
く
こ
れ
だ
け
客
観
的
に
印
象
明
晰
に
書
け
た
と
思
う
︒

こ
の
小
品
を
一
つ
の
問
題
と
し
て
︑も
っ
と
批
評
を
進
め
よ
う
︒

老
人
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
︒
概
括
し
て
い
う
と
︑
世
上
の
老
人
と

い
う
も
の
は
︑
こ
こ
に
現
さ
れ
て
い
る
﹁
あ
る
老
人
﹂
の
よ
う
に

物
分
り
が
よ
く
は
な
い
︒
も
っ
と
い
や
ら
し
い
も
の
で
あ
る
︒
も
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っ
と
し
つ
こ
い
も
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
意
地
き
た
な
い
も
の
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
老
人
の
醜
い
と
こ
ろ
を
捉
え
て
︑
面
皮
を
剥
が
な

い
で
︑
和
や
か
に
彼
れ
を
取
り
扱
い
な
が
ら
︑
空
疎
な
描
写
に
堕

し
な
い
こ
の
小
品
は
︑
志
賀
氏
の
芸
術
の
い
い
方
面
を
よ
く
代
表

し
て
い
る
︒
ま
た
こ
う
い
う
芸
術
を
も
翫
賞
し
愛
好
し
得
る
興
味

が
︑
私
の
心
に
も
あ
れ
ば
こ
そ
︑
こ
の
世
の
生
存
に
堪
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
︒

十
年
ほ
ど
前
に
︑
当
時
の
新
進
作
家
菊
池
寛
氏
は
︑﹃
文
章
世

界
﹄
に
志
賀
直
哉
論
を
寄
せ
て
い
た
が
︑
そ
の
う
ち
で
︑﹃
老
人
﹄

を
推
賞
し
て
︑﹁
こ
う
い
う
題
材
を
自
然
然
主
義
の
作
家
が
扱
っ
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た
な
ら
︑
皮
肉
の
目
で
老
人
を
見
た
で
あ
ろ
う
﹂
と
︑
結
末
の
と

こ
ろ
な
ど
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
と
︑
私
は
今
も
朧
ろ
げ
に
記

お
ぼ

憶
し
て
い
る
︒
老
人
が
死
ん
で
︑﹁
か
つ
て
老
人
の
坐
っ
た
座
布

団
に
は
︑
公
然
と
子
供
ら
の
父
な
る
若
者
︵
老
人
の
妾
の
密
夫
︶

が
坐
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
背
後
の
半
間
の
床
の
間
に
は
︑
羽

織
袴
で
キ
チ
ン
と
坐
っ
た
老
人
の
四
つ
切
り
の
写
真
が
額
に
入
っ

て
立
っ
て
い
る
︒
⁝
⁝
﹂
と
い
う
結
末
は
︑
読
者
を
微
笑
ま
せ
も

す
る
し
︑
悠
々
た
る
人
生
の
影
が
そ
こ
に
映
っ
て
い
る
よ
う
に
も

感
ぜ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
老
人
の
一
生
を
こ
う
見
な
い
で
︑

こ
の
作
者
の
閑
却
し
た
方
面
か
ら
老
人
の
心
に
喰
い
入
っ
て
︑
結
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末
に
お
い
て
︑
人
生
の
破
産
の
影
を
見
せ
る
作
風
が
︑
菊
池
氏
の

思
っ
て
い
た
ら
し
く
︑
芸
術
の
邪
道
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
︒

志
賀
氏
の
よ
う
な
境
地
も
い
い
が
︑
そ
れ
に
安
じ
過
ぎ
る
と
︑
世

の
中
が
あ
ま
り
お
目
出
た
過
ぎ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒

あ
の
頃
は
︑
世
間
一
般
に
自
然
主
義
系
統
の
作
品
に
嫌
厭
を
感

け
ん
え
ん

じ
て
い
た
た
め
か
︑
微
温
的
な
明
る
み
あ
る
﹁
白
樺
﹂
一
派
の
文

学
が
︑
文
壇
に
地
歩
を
占
め
た
︒
こ
と
に
︑
志
賀
氏
は
あ
の
頃
の

新
進
作
家
の
仲
間
に
敬
畏
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
︒
広
津
和

郎
氏
も
︑
会
う
た
び
に
︑
私
に
向
っ
て
︑
志
賀
直
哉
讃
美
の
語
を

放
っ
て
い
た
︒
芥
川
龍
之
介
氏
は
︑
あ
れ
ほ
ど
の
才
人
で
あ
り
な
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が
ら
︑
志
賀
氏
の
前
へ
出
る
と
頭
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
も
︑
こ
の
頃
聞
い
た
︒
去
年
芥
川
変
死
の
後
間
も
な
く
︑
軽
井

沢
に
私
を
訪
ね
て
来
た
某
氏
の
話
に
よ
る
と
︑
志
賀
氏
は
︑
芥
川

氏
の
作
品
を
も
人
と
な
り
を
も
︑あ
ま
り
好
ま
な
か
っ
た
そ
う
だ
︒

そ
れ
故
︑面
と
向
っ
て
芥
川
氏
か
ら
敬
意
を
表
せ
ら
れ
る
時
に
は
︑

返
答
に
困
っ
た
そ
う
だ
︒
私
は
そ
の
話
を
聞
い
た
時
︑﹁
何
だ
︒

芥
川
は
志
賀
な
ん
か
に
対
し
て
引
け
目
を
感
じ
る
訳
は
な
い
じ
ゃ

あ
な
い
か
﹂
と
︑
口
に
出
か
か
る
の
を
危
く
圧
え
た
︒
龍
之
介
は

お
さ

直
哉
の
芸
術
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
畏
服
し
た
の
で
あ
る
か
と
︑

私
は
あ
と
で
い
ろ
い
ろ
に
考
え
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
自
分
を
軽
視
し
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て
い
る
人
の
前
で
そ
の
人
を
讃
美
す
る
こ
と
の
︑
い
か
に
頓
間
で

と
ん
ま

あ
る
か
を
も
考
え
た
︒
⁝
⁝
一
昨
年
の
一
月
で
あ
っ
た
と
記
憶
し

て
い
る
が
︑﹃
新
潮
﹄
の
合
評
会
に
私
は
出
席
し
た
︒
そ
の
時
花

袋
氏
も
芥
川
氏
も
出
席
し
て
い
た
が
︑
志
賀
氏
の
﹃
鶴
﹄
と
い
う

小
品
を
︑
花
袋
氏
は
特
に
推
賞
し
た
︒﹁
い
い
日
本
絵
で
あ
る
﹂

と
い
う
意
味
の
評
語
が
下
さ
れ
た
よ
う
だ
っ
た
︒
私
が
何
と
か
い

っ
て
非
難
す
る
と
︑
芥
川
氏
は
そ
の
非
難
を
不
当
と
す
る
よ
う
な

こ
と
を
い
っ
た
︒
今
度
読
ん
で
見
る
と
︑
こ
の
小
品
は
︑
な
る
ほ

ど
︑
茶
室
掛
け
に
相
応
し
い
絵
で
あ
る
︒
龍
之
介
は
︑
こ
う
い
う

ふ
さ
わ

作
物
に
現
れ
て
い
る
風
韻
に
傾
倒
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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こ
う
い
う
芸
術
味
は
︑
感
覚
の
粗
雑
に
な
っ
た
今
日
の
文
壇
で

は
味
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
白
樺
﹂
派
の
盛
時
に

お
い
て
も
︑
多
く
の
青
年
読
者
は
︑
志
賀
氏
の
持
っ
て
い
た
風
韻

や
雅
致
を
賞
味
し
て
い
た
の
で
は
な
く
っ
て
︑
む
し
ろ
︑
彼
れ
の

作
品
の
中
の
一
つ
の
特
色
と
な
っ
て
い
た
い
わ
ゆ
る﹁
人
道
主
義
﹂

と
い
っ
た
よ
う
な
思
想
感
情
に
共
鳴
を
覚
え
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
︒﹃
十
一
月
三
日
午
後
の
事
﹄
と
い
う
小
品
の
如
き
が
好
個
の

代
表
作
で
あ
る
︒
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二

﹃
十
一
月
三
日
午
後
の
事
﹄
が
発
表
さ
れ
た
時
︑
そ
の
月
の
雑

誌
月
評
を
読
売
新
聞
で
や
っ
た
和
辻
哲
郎
と
い
う
人
は
︑
こ
の
小

品
を
極
度
に
賞
讃
し
て
︑
こ
の
宝
玉
の
よ
う
な
傑
作
の
前
で
は
︑

他
の
雑
誌
小
説
は
瓦
礫
の
よ
う
だ
と
で
も
思
っ
た
ら
し
く
︑
他
の

が

れ
き

す
べ
て
を
黙
殺
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
文
学
そ
の
他
の
芸
術
に
つ

い
て
は
︑
異
性
に
対
す
る
と
同
様
に
︑
好
き
と
な
る
と
︑
盲
目
的

に
好
き
に
な
る
も
の
で
︑
そ
こ
が
ま
た
面
白
い
の
で
あ
る
︒
志
賀

氏
の
こ
の
小
品
が
︑
当
時
迎
え
ら
れ
た
の
は
︑
そ
こ
に
﹁
人
道
主
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義
﹂﹁
非
軍
国
主
義
﹂
の
感
情
思
想
が
現
れ
て
い
る
た
め
で
あ
っ

た
︒
田
舎
道
を
鴨
を
買
い
に
行
っ
た
主
人
公
が
︑
途
上
で
兵
隊
の

演
習
の
苦
労
を
見
て
心
を
動
し
て
︑﹁
自
分
は
一
人
に
な
る
と
ま

た
興
奮
し
て
来
た
︒
そ
れ
は
余
り
に
明
ら
か
過
ぎ
る
事
だ
と
思
っ

た
︒
そ
れ
は
早
晩
如
何
な
人
に
も
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
で
は
い
な
い

事
が
ら
だ
︒
何
し
ろ
明
る
過
ぎ
る
事
だ
と
思
っ
た
︒
す
べ
て
は
全

く
無
知
か
ら
来
て
い
る
の
だ
と
思
っ
た
﹂
と
︑
現
今
の
軍
事
組
織

を
憤
慨
し
て
︑
家
へ
帰
っ
て
も
︑
折
角
買
っ
て
来
た
鴨
を
殺
す
こ

と
は
勿
論
︑
自
分
で
食
う
気
も
し
な
く
な
っ
て
︑
よ
そ
へ
送
っ
て

や
っ
た
と
い
う
の
が
︑
こ
の
小
品
の
要
点
で
あ
る
︒
こ
の
小
品
は
︑
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田
舎
の
秋
の
街
道
の
光
景
を
叙
し
︑
演
習
の
片
影
を
叙
し
︑
そ
れ

に
触
れ
そ
れ
に
離
れ
る
主
人
公
の
微
妙
な
気
持
を
ま
つ
わ
ら
せ

て
︑
味
い
の
深
い
純
芸
術
品
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
︒
私
は
︑
今

度
も
愛
読
し
た
︒
し
か
し
︑
和
辻
と
い
う
人
な
ど
の
感
服
し
た
よ

う
な
非
軍
国
主
義
の
現
れ
に
感
心
し
た
の
で
は
な
い
︒
軍
国
主
義

の
非
難
は
︑
談
何
ぞ
容
易
な
ら
ん
や
と
思
う
︒
小
説
家
が
秋
の
そ

ぞ
ろ
歩
き
に
二
︑
三
の
兵
士
の
労
苦
を
見
て
感
傷
的
感
慨
を
起
し

た
く
ら
い
で
︑
国
家
の
大
事
が
極
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒

﹁
す
べ
て
は
全
く
無
知
か
ら
来
て
い
る
﹂
と
い
っ
て
も
︑
実
際

に
つ
い
て
深
く
し
ら
べ
た
ら
︑
ど
ち
ら
が
無
知
か
分
っ
た
も
の
じ
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ゃ
な
い
︒
由
来
詩
人
芸
術
家
は
︑
あ
わ
れ
み
の
情
に
富
ん
で
い
る

の
で
︑
他
の
労
苦
を
見
る
に
忍
び
な
い
の
だ
か
ら
︑
こ
の
小
品
に

は
そ
の
詩
人
ら
し
い
美
質
が
現
れ
て
い
い
の
で
あ
る
が
︑し
か
し
︑

そ
の
思
想
を
実
際
界
に
当
て
嵌
め
て
卓
見
視
す
る
の
は
幼
稚
で
あ

は

る
︒当

時
の
青
年
批
評
家
が
﹁
卓
見
﹂
視
し
た
志
賀
氏
の
思
想
は
﹃
山

形
﹄
と
い
う
短
篇
や
﹃
和
解
﹄
と
い
う
長
篇
や
︑
そ
の
他
の
小
品

の
な
か
に
も
︑
お
り
お
り
微
見
え
て
い
る
が
︑
し
か
し
︑
十
年
足

ほ
の
み

ら
ず
の
間
に
時
代
の
思
潮
は
変
っ
て
︑
今
日
の
青
年
読
者
や
青
年

批
評
家
に
は
︑
志
賀
氏
の
社
会
観
な
ど
は
微
温
的
な
も
の
と
し
て
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冷
笑
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
も
っ
と
荒
っ
ぽ
く
根
本
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
志

賀
氏
の
作
品
が
価
値
を
失
っ
た
証
拠
に
は
な
ら
な
い
の
で
︑
芸
術

家
た
る
氏
の
芸
術
を
味
わ
な
い
で
︑
附
属
の
思
想
を
見
る
か
ら
起

っ
た
こ
と
な
の
だ
︒
ト
ル
ス
ト
イ
を
廃
物
視
す
る
の
も
︑
粗
雑
な

頭
脳
を
も
っ
た
一
部
の
現
代
青
年
の
愚
昧
な
所
業
で
あ
っ
て
︑
ト

ル
ス
ト
イ
の
え
ら
い
と
こ
ろ
は
︑
原
始
宗
教
観
や
無
抵
抗
主
義
の

説
教
に
あ
る
の
で
は
な
く
っ
て
︑
そ
の
芸
術
に
あ
る
の
だ
︒
今
日

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
だ
っ
て
︑
一
知
半
解
の
思
想
や
理
窟
だ
け

で
︑
芸
術
と
し
て
の
価
値
を
有
っ
て
い
な
け
れ
ば
︑
明
日
は
亡
ん
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で
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

﹃
十
一
月
三
日
午
後
の
事
﹄
に
し
て
も
﹃
小
僧
の
神
様
﹄
に
し

て
も
︑
一
幅
の
人
生
図
と
し
て
翫
味
し
て
い
る
と
︑
今
日
見
て
も
︑

昨
日
見
た
時
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
の
味
い
が
味
わ
れ
る
の
で
︑
十
年

や
二
十
年
で
廃
物
に
な
る
訳
が
な
い
︒
仮
り
に
︑
兵
隊
の
演
習
が

廃
止
さ
れ
る
時
代
が
来
て
も
︑
商
店
の
小
僧
制
度
が
な
く
な
る
時

代
が
来
て
も
︑そ
れ
ら
の
作
品
の
妙
味
は
失
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

文
学
は
日
常
の
実
用
品
と
は
違
う
︒

同
じ
﹁
白
樺
﹂
派
で
あ
っ
て
も
︑
有
島
武
郎
氏
の
﹃
生
れ
出
づ

る
悩
み
﹄
と
︑
志
賀
氏
の
﹃
清
兵
衛
と
瓢
箪
﹄
と
を
比
較
す
る
と
︑
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こ
の
二
人
の
作
風
が
如
何
に
異
っ
て
い
る
か
が
分
っ
て
︑
年
少
の

徒
の
小
説
学
研
究
の
好
資
料
に
な
る
の
で
あ
る
︒
ど
ち
ら
も
美
に

対
し
て
敏
感
な
貧
家
の
少
年
を
題
材
と
し
て
い
る
の
だ
が
︑
武
郎

は
︑
力
を
籠
め
た
筆
使
い
で
ゴ
テ
ゴ
テ
と
書
い
て
い
る
︒
直
哉
は
︑

い
か
に
も
ア
ッ
サ
リ
と
書
い
て
い
る
︒
油
絵
と
日
本
画
の
相
違
が

あ
る
︒
武
郎
の
油
絵
に
は
︑
今
春
上
野
の
博
物
館
に
陳
列
さ
れ
た

松
方
所
蔵
の
英
国
の
前
世
紀
の
絵
画
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
︑
鈍
重

さ
ギ
コ
チ
な
さ
が
い
く
ら
か
見
ら
れ
︑
直
哉
の
日
本
画
に
は
︑
昨

秋
芝
の
美
術
倶
楽
部
で
︑
山
陽
遺
墨
と
と
も
に
陳
列
さ
れ
た
竹
田

の
画
帖
に
で
も
見
ら
れ
そ
う
な
含
蓄
の
あ
る
筆
致
が
見
ら
れ
る
︒
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私
の
愛
好
す
る
志
賀
氏
の
作
品
は
︑
所
詮
は
こ
う
い
う
短
篇
や

小
品
の
範
囲
に
留
ま
る
と
い
っ
て
い
い
︒
作
者
は
﹁
円
本
﹂
の
序

詞
に
お
い
て
︑﹁
作
者
と
い
う
も
の
か
ら
完
全
に
遊
離
し
た
存
在

と
な
っ
て
い
る
﹂
芸
術
を
渇
仰
し
て
い
る
︒
芸
術
の
極
致
は
そ
こ

に
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒
楽
屋
落
ち
の
興
味
に
よ
っ
て
辛
う
じ

て
存
在
を
保
っ
て
い
る
よ
う
な
瑣
末
な
身
辺
雑
記
小
説
の
如
き

は
︑
芸
術
と
し
て
︑
下
の
下
な
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
し
て
︑

氏
の
小
品
の
う
ち
に
は
︑
作
者
か
ら
遊
離
し
た
芸
術
の
趣
の
偲
ば

れ
る
も
の
が
な
い
で
も
な
い
︒

﹁
遊
離
﹂
と
い
う
言
葉
に
︑
志
賀
氏
は
ど
う
い
う
意
味
を
寓
し
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て
い
る
の
か
知
ら
な
い
が
︑
私
は
︑
こ
の
言
葉
の
意
味
を
︑
自
我

を
無
視
し
た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
な
い
︒
む
し
ろ
自
我
が
完
全

に
そ
の
作
品
に
融
和
し
尽
し
た
も
の
と
思
っ
て
い
る
︒

三

と
こ
ろ
で
︑
私
は
︑
志
賀
氏
の
自
伝
的
小
説
に
は
︑
あ
ま
り
興

味
を
有
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
あ
る
家
庭
あ
る
社
会
の
事
相
の

記
述
と
し
て
︑
多
少
の
興
味
が
寄
せ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
︑

そ
れ
は
敬
意
を
持
っ
た
興
味
で
は
な
い
︒
傑
れ
た
芸
術
に
対
し
て
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の
興
味
で
は
な
い
︒

長
篇
﹃
大
津
順
吉
﹄
の
甘
さ
浅
さ
に
︑
同
人
雑
誌
小
説
み
た
い

な
未
熟
を
感
じ
る
ば
か
り
で
な
く
︑﹃
あ
る
朝
﹄﹃
鵠
沼
行
﹄
な

く
げ
ぬ
ま

ど
の
短
篇
に
も
︑
あ
る
人
の
日
常
雑
記
以
上
の
も
の
は
感
じ
ら
れ

な
い
︒
こ
の
点
で
は
︑
葛
西
氏
の
身
辺
雑
記
小
説
の
あ
る
者
は
ま

だ
し
も
読
者
を
動
か
す
力
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
自
か
ら
生

活
苦
が
出
て
い
る
か
ら
だ
︒

私
は
︑
最
初
雑
誌
に
出
た
時
︑
非
凡
な
小
説
の
よ
う
に
い
わ
れ

て
︑
文
壇
に
珍
重
さ
れ
た
︑
こ
の
作
者
の
製
作
の
う
ち
で
は
長
篇

の
部
に
属
す
る
﹃
和
解
﹄
に
も
︑
さ
ほ
ど
感
心
し
な
い
︒
無
論
よ
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く
書
か
れ
て
い
る
の
だ
︒
描
写
に
お
い
て
凡
庸
の
作
家
の
及
ぶ
と

こ
ろ
で
な
い
︒
し
か
し
︑
父
子
の
争
闘
の
根
本
が
︑
曖
昧
模
糊
の

感
じ
が
す
る
︒
こ
う
い
う
生
活
の
余
裕
の
あ
る
家
庭
で
は
︑
お
互

い
の
我
儘
か
ら
︑
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
︑
客
観
的
態
度
を
︑

わ
が
ま
ま

作
者
が
あ
く
ま
で
持
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
作
者
は
︑
こ
せ
こ

せ
と
主
人
公
た
る
自
己
を
い
じ
り
廻
し
て
い
る
の
で
︑
作
柄
が
小

さ
く
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
主
人
公
は
︑
自
分
に
接
触
し
た
人
物
の

瑣
末
な
一
言
一
行
一
挙
一
動
を
︑
自
分
勝
手
に
解
釈
し
て
︑﹁
い

い
印
象
を
与
え
ら
れ
た
﹂
だ
の
︑﹁
不
快
だ
﹂
の
と
い
っ
て
い
る

の
が
︑
私
に
は
せ
せ
こ
ま
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
志
賀
氏
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は
芥
川
氏
の
お
辞
儀
の
仕
様
に
ま
で
難
癖
を
つ
け
て
い
た
と
︑
去

年
某
氏
が
い
っ
て
い
た
が
︑
小
説
家
に
は
有
り
が
ち
の
神
経
性
に

よ
る
と
は
い
え
︑﹃
和
解
﹄
に
は
︑
こ
れ
に
類
し
た
煩
わ
し
さ
が

あ
る
︒

私
は
︑
は
じ
め
に
こ
の
作
者
に
は
﹁
温
室
育
ち
の
お
坊
ち
ゃ
ん
﹂

風
の
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
っ
た
︒
し
か
し
︑
武
者
小
路
氏
と
は
︑

﹁
お
坊
ち
ゃ
ん
﹂
ぶ
り
が
違
う
︒
武
者
氏
は
︑
正
統
的
お
坊
ち
ゃ

ん
で
︑
お
目
出
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
と
も
に
︑
天
空
海
闊
の
と

か
い
か
つ

こ
ろ
が
あ
り
︑物
に
拘
ら
な
い
の
び
の
び
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
︑

志
賀
氏
は
︑
そ
の
作
物
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
︑
な
か
な
か
に
神
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経
質
で
気
む
ず
か
し
く
て
細
か
い
と
こ
ろ
に
よ
く
気
が
つ
く
の
で

あ
る
︒
家
庭
の
事
情
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
︑
生
存
に
対
す
る

不
満
の
影
も
︑
彼
れ
の
心
に
差
し
て
い
る
︒
こ
れ
で
︑
生
活
難
が

あ
っ
た
ら
︑
葛
西
氏
よ
り
も
こ
の
方
が
陰
気
な
厭
世
家
に
な
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
︒

﹃
和
解
﹄
は
︑
当
時
こ
の
小
説
を
微
細
に
批
評
し
て
激
賞
し
た

小
宮
豊
隆
氏
を
泣
か
せ
た
も
の
ら
し
い
︒
頑
な
父
子
の
反
目
も

か
た
く
な

解
け
て
︑
父
も
子
も
目
を
濡
ら
し
︑
継
母
も
泣
き
叔
父
も
泣
き
︑

妻
も
泣
き
妹
も
泣
く
と
い
う
一
篇
の
結
末
は
︑
多
く
の
読
者
を
も

泣
か
せ
た
ら
し
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
私
は
︑
こ
こ
の
場
面
は
︑
通
俗
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小
説
の
泣
か
せ
場
の
よ
う
な
感
じ
が
し
た
︒
志
賀
氏
の
よ
う
な
作

家
に
あ
る
ま
じ
き
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
た
︒﹃
老
人
﹄
を
書
い
た
よ

う
な
態
度
で
︑な
ぜ
こ
こ
を
冷
静
に
書
き
得
な
か
っ
た
か
と
思
う
︒

作
者
は
︑
自
分
の
事
で
あ
る
た
め
か
︑
自
分
に
甘
え
て
書
い
て
い

る
の
で
あ
る
︒
私
は
︑﹃
和
解
﹄
を
通
読
し
て
︑
根
抵
の
浅
い
葛

藤
に
つ
つ
か
れ
て
来
た
揚
句
の
果
て
に
︑
涙
攻
め
に
な
る
の
で
愛

想
を
尽
か
し
た
︒
こ
の
場
面
と
︑﹃
濁
っ
た
頭
﹄
と
は
︑
私
の
読

ん
だ
範
囲
に
お
い
て
は
︑
志
賀
氏
の
悪
作
で
あ
る
と
思
う
︒
私
は
︑

小
説
を
書
き
は
じ
め
の
頃
︑
藤
村
花
袋
の
両
先
輩
が
︑
あ
る
所
で

執
筆
難
を
語
り
合
っ
て
い
る
の
を
傍
聴
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑
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花
袋
氏
は
他
人
の
事
を
書
く
困
難
を
い
い
︑
藤
村
氏
は
︑
自
分
の

事
を
書
く
方
が
一
層
困
難
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
い
た
︒
要
す
る

に
︑
ど
ち
ら
も
︑
よ
く
書
き
こ
な
す
こ
と
は
む
つ
か
し
い
の
で
あ

る
が
︑
龍
之
介
直
哉
な
ど
の
作
品
で
は
︑
自
己
の
直
接
実
験
を
直

写
し
た
も
の
よ
り
も
︑
題
材
を
離
れ
た
所
か
ら
取
っ
た
も
の
に
お

い
て
一
層
よ
く
芸
術
的
効
果
を
現
し
て
い
る
︒
芥
川
氏
は
︑
死
の

少
し
前
く
ら
い
ま
で
は
︑
自
己
の
露
出
を
嫌
っ
て
い
た
ら
し
い
︒

志
賀
氏
は
﹁
自
分
の
仕
事
の
上
で
父
に
私
怨
を
晴
す
よ
う
な
こ
と

は
し
た
く
な
い
と
考
え
て
い
た
︒
そ
れ
は
父
に
も
気
の
毒
だ
し
︑

な
お
そ
れ
以
上
に
自
分
の
仕
事
が
そ
れ
で
穢
さ
れ
る
の
が
恐
し
か

け
が
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っ
た
﹂
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
遠
慮
を
も
っ
て
い
た
︒

し
か
し
︑﹃
和
解
﹄
に
は
私
の
心
の
捉
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
︒
こ
と
に
赤
児
の
病
気
と
死
亡
の
あ
た
り
は
真
に
迫
っ
て
い

て
︑
し
か
も
主
人
公
の
心
は
混
乱
し
て
い
な
が
ら
︑
描
写
は
客
観

性
を
持
し
て
乱
れ
て
い
な
い
︒
私
は
こ
こ
を
読
ん
で
か
ら
間
も
な

く
葛
西
氏
の
﹃
不
良
児
﹄
を
読
ん
で
︑
子
供
の
た
め
に
苦
労
す
る

親
心
を
想
像
し
た
︒
私
に
は
体
験
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
葛
西

と
志
賀
の
よ
う
な
︑
他
の
題
材
は
や
や
も
す
る
と
遊
び
気
分
を
作

中
に
現
し
て
い
る
人
達
の
芸
術
に
も
︑子
供
の
生
死
の
危
機
︑運
命

の
岐
路
に
立
つ
と
︑極
度
の
緊
張
を
示
し
て
い
る
の
に
感
動
し
た
︒
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四

文
壇
に
割
拠
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
団
体
の
う
ち
で
﹁
白
樺
﹂

派
と
い
わ
れ
て
い
る
仲
間
は
︑
私
に
取
っ
て
は
最
も
縁
の
遠
い
も

の
の
よ
う
に
か
ね
て
思
わ
れ
て
い
た
︒
志
賀
直
哉
氏
の
如
き
は
顔

も
見
た
こ
と
が
な
い
︒葛
西
善
蔵
氏
は
早
稲
田
に
学
ん
だ
縁
故
で
︑

文
壇
で
﹁
早
稲
田
派
﹂
と
い
わ
れ
る
系
統
に
属
す
る
作
家
で
あ
っ

た
が
︑
私
は
こ
の
人
と
も
殆
ん
ど
面
識
が
な
か
っ
た
︒
た
だ
一
度
︑

徳
田
秋
声
氏
夫
人
の
葬
式
の
時
に
︑
寺
院
の
庭
で
会
っ
た
だ
け
で
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あ
る
︒
で
︑
私
は
︑
個
人
的
に
葛
西
氏
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
の

み
な
ら
ず
︑
氏
の
作
品
に
も
あ
ま
り
親
し
ん
で
い
な
か
っ
た
︒

﹃
子
を
つ
れ
て
﹄
と
い
う
短
篇
を
︑﹃
早
稲
田
文
学
﹄
で
読
ん

だ
時
︑
こ
の
作
者
の
名
を
は
じ
め
て
知
っ
た
︒
そ
し
て
︑
貧
窮
の

生
活
を
叙
し
て
い
る
う
ち
に
瓢
逸
な
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
の
小
説

ひ
よ
う
い
つ

を
面
白
い
と
思
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
︑﹃
贋
物
さ
げ
て
﹄
と
い
う
小

に
せ
も
の

説
を
︑
や
は
り
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
で
読
ん
で
︑
よ
く
あ
る
材
料
だ

が
︑
こ
う
い
う
題
材
を
取
っ
た
小
説
で
は
︑
近
松
秋
江
氏
の
﹃
伊

年
の
屏
風
﹄
の
方
が
面
白
い
と
思
っ
た
︒
そ
の
後
︑
二
︑
三
葛
西

氏
の
も
の
を
読
ん
だ
は
ず
だ
が
︑
私
に
は
興
味
が
な
か
っ
た
︒
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あ
る
時
︑
文
学
志
望
の
青
年
が
来
訪
し
た
時
の
話
に
︑
彼
れ
は

葛
西
氏
の
作
品
に
最
も
敬
服
し
て
い
る
と
い
っ
て
︑﹁
あ
の
人
は

ど
う
し
て
自
殺
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
い
っ
た
︒
突
き
詰
め

た
生
活
を
し
て
い
る
こ
の
作
者
に
取
っ
て
は
︑
自
殺
が
当
然
の
運

命
で
あ
る
と
︑
こ
の
青
年
は
思
っ
て
い
る
ら
し
か
っ
た
︒
ま
た
そ

う
い
う
運
命
に
あ
る
人
間
を
︑
凡
人
と
ち
が
っ
た
え
ら
い
人
間
で

あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
ら
し
か
っ
た
︒
私
は
こ
う
い
う
見
解
に

は
同
感
し
な
か
っ
た
が
︑
葛
西
氏
に
心
酔
す
る
青
年
も
あ
る
の
か

と
︑
む
し
ろ
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
︒

今
︑﹁
葛
西
善
蔵
全
集
﹂
を
披
い
て
︑
幾
つ
か
の
短
篇
を
続
け

ひ
ら
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て
読
ん
で
︑
私
は
ウ
ン
ザ
リ
し
た
︒﹁
暗
曇
︑
孤
独
︑
貧
乏
﹂
の

生
活
記
録
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
外
形
的
に
も
思
想
的

に
も
単
調
を
極
め
て
い
る
︒﹁
私
の
一
番
悲
し
く
思
う
こ
と
は
︑

貧
乏
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
貧
乏
に
打
克
っ
て
グ
ン
グ
ン
金

う
ち
か

持
に
な
っ
て
行
け
る
ほ
ど
の
豊
富
な
創
作
力
を
恵
ま
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂
と
︑
自
分
で
反
省
し
て
い
る
が
︑
そ
の
通

り
で
あ
っ
て
︑
氏
の
創
作
力
の
貧
し
さ
に
︑
私
は
驚
い
た
︒
と
に

か
く
四
十
余
歳
ま
で
の
生
涯
を
文
学
に
托
し
て
︑
呻
吟
苦
悩
︑
こ

う
い
う
作
品
を
こ
れ
だ
け
し
か
書
き
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
悲

惨
に
感
ぜ
ら
れ
る
︒
こ
れ
だ
け
の
も
の
も
︑
貧
乏
の
鞭
が
彼
れ
を
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追
い
立
て
た
れ
ば
こ
そ
書
け
た
の
で
あ
る
︒
改
造
社
な
ど
の
雑
誌

社
が
彼
れ
を
せ
き
立
て
て
書
か
せ
た
れ
ば
こ
そ
︑
幾
つ
か
の
身
辺

小
説
も
辛
う
じ
て
出
来
た
の
ら
し
い
︒
世
が
彼
れ
の
天
才
を
虐
遇

し
た
の
で
は
な
く
っ
て
︑
貧
苦
の
運
命
は
彼
れ
の
身
に
具
っ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
そ
れ
に
関
ら
ず
︑﹁
葛
西
全
集
﹂
は
︑
現
代
の
日
本

の
文
壇
に
存
在
を
価
い
す
る
資
格
は
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
才

気
に
乏
し
い
か
わ
り
に
彼
れ
は
自
己
の
芸
術
に
誠
実
で
あ
っ
た
︒

当
て
気
や
通
俗
味
は
薬
に
し
た
く
も
な
か
っ
た
︒
世
俗
に
い
わ
ゆ

る
成
功
の
資
格
た
る
﹁
運
︑
鈍
︑
根
﹂
の
う
ち
︑
彼
れ
は
﹁
鈍
﹂



37

は
充
分
に
持
っ
て
い
た
が
︑﹁
運
﹂
と
﹁
根
﹂
と
が
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
飲
ん
だ
く
れ
に
有
り
が
ち
の
︑
瓢
逸
さ
︑
多
少
身
に
帯

び
て
い
た
仙
骨
が
︑
彼
れ
の
暗
影
鈍
昧
な
作
品
に
︑
芸
術
の
光
を

差
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
私
は
︑
妻
子
を
棄
て
て
︑
あ
の
鬼
の
よ
う
な
継
母
の
迫
害
に

堪
え
か
ね
て
︑
郷
里
を
飛
出
し
て
来
た
︒
そ
れ
以
来
︑
私
は
す
べ

て
の
女
性
と
い
う
も
の
に
対
し
て
脅
迫
と
敵
意
を
感
じ
て
い
る
︒

ど
ん
な
女
に
対
し
て
も
︑
私
は
私
の
継
母
と
い
う
も
の
を
通
さ
ず

に
は
︑
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
︒
私
は
自
分
の
妻
や
娘
た

ち
の
こ
と
す
ら
︑
信
じ
た
く
思
わ
な
い
︒
す
べ
て
の
女
性
の
蔭
に
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は
︑
私
の
継
母
の
邪
鬼
の
よ
う
な
影
が
ひ
そ
ん
で
い
る
﹂︵﹃
暗
い

部
屋
に
て
﹄︶
と
︑
彼
れ
は
い
っ
て
い
る
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
作

品
に
は
︑
そ
う
い
う
態
度
を
持
っ
た
観
察
に
基
く
女
性
は
︑
一
人

も
半
分
も
現
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒﹁
彼
ら
は
す
べ
て
邪
悪

で
︑
毒
婦
で
︑
涙
に
も
媚
に
も
︑
す
べ
て
死
の
毒
を
含
ん
で
い
る

こ
び

の
だ
﹂
と
︑
ど
う
し
た
は
ず
み
か
︑
興
奮
し
て
毒
吐
い
て
い
る
に

関
ら
ず
︑
そ
ん
な
女
性
を
一
度
も
具
体
的
に
書
い
て
い
な
い
︒
そ

ん
な
女
性
も
こ
ん
な
女
性
も
︑
女
と
い
う
も
の
を
小
説
の
な
か
に

ま
る
で
書
い
て
い
な
い
の
は
珍
し
い
︒
主
人
公
の
妻
と
か
お
せ
い

と
か
︑
温
泉
場
の
芸
者
と
か
で
︑
作
中
に
出
て
は
い
る
の
だ
が
︑
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女
の
名
前
で
そ
こ
へ
坐
っ
て
い
る
に
留
ま
っ
て
︑
外
形
に
お
い
て

女
の
容
姿
を
備
え
て
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
︑
一

人
の
女
と
し
て
の
心
理
の
動
揺
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
も
な

い
︒﹃
急
行
券
﹄
の
な
か
に
︑
主
人
公
の
妻
が
︑
ち
ょ
っ
と
見
つ

か
り
に
く
い
と
こ
ろ
へ
︑
夫
の
小
使
銭
を
入
れ
て
夫
に
渡
し
て
い

る
女
ら
し
い
心
使
い
を
︑私
は
こ
の
作
者
の
作
中
で
は
珍
し
い
と
︑

思
う
く
ら
い
で
あ
る
︒
あ
れ
ほ
ど
主
人
公
と
関
係
が
深
く
︑
あ
ち

ら
こ
ち
ら
の
作
中
に
現
れ
て
い
る
お
せ
い
だ
っ
て
︑
少
し
も
い
き

い
き
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
女
の
心
理
な
ん
か
を
︑
作
者

は
歪
み
な
り
に
も
観
察
し
て
い
な
い
︒﹁
い
つ
も
相
手
を
疑
わ
な
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い
﹂
薄
ぼ
ん
や
り
の
女
と
し
て
︑
作
者
は
見
て
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
が
︑
そ
う
い
う
平
凡
な
女
と
し
て
も
明
晰
に
描
か
れ
て
い
な

い
︒や

く
ざ
な
書
画
を
売
っ
て
大
金
を
せ
し
め
よ
う
と
し
た﹃
贋
物
﹄

と
同
じ
心
理
を
取
り
扱
っ
て
い
る
﹃
馬
糞
石
﹄
は
︑
葛
西
氏
の
傑

作
で
︑
田
舎
者
の
無
知
な
慾
心
が
︑
無
器
用
な
う
ち
に
も
一
種
の

味
い
の
あ
る
筆
で
う
つ
さ
れ
て
い
る
︒村
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る﹃
仲

裁
人
﹄
も
い
い
︒
し
か
し
遺
憾
に
も
こ
う
い
う
田
舎
の
世
相
を
写

し
た
小
説
も
︑
そ
う
多
く
は
な
い
の
だ
︒
一
人
の
異
性
を
も
描
き

得
な
か
っ
た
彼
れ
は
︑自
己
を
離
れ
た
世
態
人
情
を
も
︑描
き
得
な
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か
っ
た
︒
彼
れ
は
︑
た
だ
狭
小
な
範
囲
で
こ
ろ
が
っ
て
い
た
の
だ
︒

私
は
︑
私
の
読
ん
だ
彼
れ
の
数
十
篇
の
短
篇
の
う
ち
で
﹃
仲
間
﹄

と
い
う
の
が
︑
最
も
彼
れ
の
面
目
を
知
る
に
都
合
の
い
い
代
表
作

で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
割
合
に
自
由
に
書
け
て
い
る
︒

世
才
に
も
文
才
に
も
貧
し
い
︑
し
か
も
︑
肉
体
に
病
気
を
も
有
っ

て
い
る
彼
れ
が
︑
差
し
迫
っ
た
金
の
工
面
を
し
に
上
京
し
て
︑
運

の
い
い
友
人
達
が
面
白
そ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
の
を
見
て
︑
心

を
暗
く
す
る
こ
と
︑
友
人
達
に
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
︑
金
策
は
不
成

功
に
終
っ
て
病
気
の
悪
く
な
る
こ
と
︒
⁝
⁝
み
じ
め
な
こ
と
の
連

続
な
の
だ
が
︑
そ
こ
に
︑
独
得
の
諧
謔
味
が
に
じ
み
出
て
い
る
の
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で
︑
自
か
ら
一
つ
の
芸
術
境
を
つ
く
っ
て
い
る
︒

﹁
狸
﹂
と
い
う
綽
名
を
仲
間
か
ら
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
気
に
し

あ
だ
な

て
︑﹁
哀
し
き
狸
⁝
⁝
﹂
と
︑
泣
き
た
い
よ
う
な
自
嘲
の
気
持
で

呟
き
︑﹁
若
い
彼
ら
の
眼
に
は
︑
自
分
の
よ
う
な
人
間
は
︑
よ
ほ

ど
滑
稽
に
見
え
る
に
違
い
な
い
︒
老
い
ぼ
れ
の
道
化
者
と
し
か
彼

ら
に
は
見
え
な
い
の
だ
ろ
う
︒
ほ
ん
と
に
泣
い
て
い
る
自
分
の
心

持
は
︑
全
盛
揃
い
の
彼
ら
に
理
解
さ
れ
よ
う
は
ず
が
な
い
﹂
と
歎

じ
て
い
る
︒

し
ま
い
の
方
で
︑
全
盛
で
な
い
方
の
友
人
を
訪
ね
て
︑
自
棄
の

や

け

戯
談
を
お
互
い
に
取
り
か
わ
し
た
り
し
て
い
る
あ
た
り
か
ら
が

じ
よ
う
だ
ん
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面
白
い
︒
細
君
に
逃
げ
ら
れ
た
そ
の
友
人
と
︑
急
を
要
す
る
金
の

工
夫
の
つ
か
な
い
上
に
︑
九
度
近
い
熱
の
出
て
い
る
彼
れ
と
は
︑

喰
い
散
ら
し
た
佃
煮
な
ど
を
肴
に
︑
金
持
︑
才
能
︑
名
誉
︑
美
︑

芸
術
︑
健
康
︑
女
性

︱
そ
う
い
っ
た
す
べ
て
の
も
の
に
口
か
ら

出
任
せ
の
罵
倒
を
浴
び
せ
て
痛
快
を
叫
ん
だ
︒
あ
ら
ゆ
る
者
に
向

っ
て
の
罵
倒
の
は
て
が
︑
今
度
は
二
人
の
間
の
罵
倒
と
な
る
の
が

面
白
い
︒
不
平
不
満
︑
胸
の
も
だ
え
の
極
は
︑
互
い
に
他
を
罵
っ

た
だ
け
で
は
収
ま
り
が
つ
か
な
い
で
︑
面
と
向
っ
た
二
人
が
互
い

に
ぶ
っ
つ
か
り
合
い
で
も
し
な
け
れ
ば
︑
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な

る
の
だ
︒
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﹁
貴
様
は
臆
病
者
だ
ぞ
︑
卑
怯
者
だ
ぞ
︑
巷
に
出
ろ
﹂
と
︑
だ

し
ぬ
け
に
友
人
が
︑
主
人
公
た
る
﹁
彼
れ
﹂
を
叱
咤
す
る
︒

﹁
そ
う
い
う
な
よ
︒
お
れ
は
病
気
じ
ゃ
な
い
か
︒﹂

﹁
だ
か
ら
な
お
出
る
ん
だ
︒
貴
様
の
寿
命
な
ん
か
後
幾
ら
持
つ

も
の
だ
︒
お
れ
に
つ
い
て
来
い
︒
お
れ
は
原
稿
な
ぞ
書
い
て
や
し

な
い
さ
︒
糞
骨
折
っ
て
︑
猶
太
人
み
た
い
な
人
間
共
に
頭
を
さ
げ

ユ
ダ
ヤ

て
持
廻
る
な
ん
か
真
平
御
免
だ
よ
︒⁝
⁝
わ
れ
は
民
衆
に
赴
か
ん
︒

、
、
、
、
、
、
、
、
、

⁝
⁝
﹂

昂
然
と
い
っ
て
︑
や
が
て
︑

﹁
Ｋ
来
い
︒
角
力
を
取
る
か
ら
来
い
︒﹂

す
も
う
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﹁
駄
目
だ
っ
て
い
う
に
︑
そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
お
れ
は
死
ぬ
じ

ゃ
な
い
か
︒﹂

﹁
死
ん
だ
っ
て
構
わ
な
い
︒
生
き
と
っ
た
っ
て
何
に
な
る
か
︒

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
あ
来
い
︒﹂

﹁
貴
様
は
若
い
細
君
に
遁
げ
ら
れ
た
ん
で
︑
お
れ
に
角
力
を
挑

む
気
な
ん
だ
な
︒⁝
⁝
よ
し
︑貴
様
な
ん
か
に
敗
け
て
た
ま
る
か
︒﹂

理
由
の
な
い
取
組
み
合
い
が
は
じ
ま
っ
た
︒

﹁
貴
様
は
お
れ
を
殺
す
気
か
︒
⁝
⁝
参
っ
た
か
ら
放
せ
︒﹂

﹁
放
さ
ん
︒
貴
様
の
よ
う
な
病
弱
者
は
い
つ
ま
で
経
っ
た
っ
て

放
さ
ん
ぞ
︒﹂
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﹁
そ
ん
な
乱
暴
な
こ
と
い
わ
ん
で
放
し
て
く
れ
よ
︒
苦
し
い
︒

苦
し
い
︒
お
れ
は
ま
た
血
が
出
る
よ
︒
許
し
て
く
れ
︒
⁝
⁝
君
許

し
て
く
れ
よ
︒﹂

主
人
公
は
半
ば
泣
き
声
に
な
っ
て
︑
依
然
友
人
の
咽
喉
を
攻
め

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
が
ら
い
っ
た
︒

、
、
、

虐
げ
ら
れ
た
る
人
の
一
生
と
い
っ
た
感
じ
が
︑
読
後
に
油
然
と

ゆ
う
ぜ
ん

し
て
起
っ
て
来
る
︒﹁
虐
げ
ら
れ
た
﹂
と
い
っ
て
も
︑
そ
れ
は
︑

天
才
が
衆
愚
に
認
め
ら
れ
な
い
で
侮
辱
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
は
な
く
っ
て
︑
才
能
の
乏
し
い
人
間
が
藻
掻
い
て
い
る
苦
し
さ

も

が

が
︑傍
人
に
侮
蔑
の
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
を
私
は
意
味
し
て
い
る
︒
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﹁
半
ば
泣
声
に
な
っ
て
依
然
友
人
の
咽
喉
を
攻
め
て
﹂
い
る
の
は
︑

自
か
ら
葛
西
善
蔵
の
一
生
を
表
象
し
た
言
葉
で
あ
る
︒
力
乏
し
く

し
て
書
け
な
い
の
に
苦
し
み
な
が
ら
︑
な
お
相
手
︵
芸
術
︶
の
喉

か
ら
手
を
離
さ
な
い
で
闘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

五

﹁
女
性
は
す
べ
て
邪
悪
で
︑
涙
に
も
媚
び
に
も
︑
す
べ
て
死
の

毒
を
含
ん
で
い
る
﹂
と
い
う
女
性
観
を
真
に
痛
感
し
て
い
た
の
な

ら
︑
自
分
の
鬱
憤
を
晴
ら
す
た
め
に
も
︑
小
説
の
好
材
料
と
し
て
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も
︑
数
十
年
の
作
家
生
活
の
間
に
︑
そ
れ
を
こ
そ
力
を
入
れ
て
書

く
べ
き
は
ず
な
の
に
︑
そ
う
い
っ
た
女
性
の
片
影
を
さ
え
書
こ
う

と
し
た
形
跡
も
な
い
の
は
︑
不
思
議
で
あ
る
︒
作
者
は
果
し
て
そ

ん
な
女
性
観
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
れ
る
く
ら
い
で
あ

る
︒
た
ま
に
︑
彼
れ
の
筆
か
ら
出
て
来
る
女
は
︑﹁
死
の
毒
を
含

ん
で
い
る
﹂
ど
こ
ろ
か
︑
凡
庸
な
お
人
よ
し
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

彼
れ
の
周
囲
の
男
性
に
し
て
も
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
︑
人
が
い

い
の
で
あ
る
︒
彼
れ
の
老
父
は
︑
わ
が
子
と
一
し
ょ
に
酒
を
飲
ん

で
︑
わ
が
子
に
唄
わ
せ
た
り
踊
ら
せ
た
り
し
て
悦
し
が
る
人
間
で

あ
る
︒
た
び
た
び
作
中
に
出
て
来
る
彼
れ
の
弟
は
︑
貧
し
い
な
が



49

ら
も
︑
心
力
を
尽
し
て
︑
兄
の
世
話
を
し
て
い
る
︒
志
賀
氏
の
身

辺
雑
記
風
の
小
説
の
な
か
の
人
物
の
親
し
み
が
形
式
的
に
見
え
る

の
と
異
っ
て
い
る
︒
愚
鈍
の
善
良
さ
が
彼
れ
の
作
中
の
人
物
に
は

よ
く
現
れ
て
い
る
︒
比
喩
が
提
灯
と
釣
鐘
に
な
る
が
︑
彼
れ
の

ち
よ
う
ち
ん

文
学
的
面
差
し
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
少
し
は
似
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
彼
の
創
作
上
の
総
財
産
で
あ
る
︒

﹃
暗
い
部
屋
に
て
﹄
は
︑
彼
れ
が
力
を
つ
く
し
て
い
ろ
い
ろ
な

人
間
を
書
い
た
も
の
だ
が
︑ど
う
も
抽
象
的
で
客
観
性
に
乏
し
い
︒

﹃
湖
畔
手
記
﹄
は
︑
彼
れ
の
晩
年
の
作
品
で
あ
る
が
︑
鈍
重
な
筆

に
も
錆
を
帯
び
て
い
る
︒
心
境
と
筆
致
と
ぴ
っ
た
り
合
っ
た
い
い

さ
び
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作
品
で
あ
る
︒﹃
春
﹄
や
﹃
雨
﹄
や
﹃
歳
晩
﹄
は
彼
れ
の
詩
で
あ

る
︒﹁
寺
の
梅
も
堅
い
な
が
ら
に
最
早
蕾
を
揃
え
︑
枯
れ
朽
ち

つ
ぼ
み

た
と
し
か
見
え
な
い
牡
丹
の
枝
に
も
瑪
瑙
の
牙
の
よ
う
な
芽
を
見

め

の
う

せ
て
︑
年
を
送
り
春
を
迎
え
る
用
意
が
出
来
て
い
る
が
︑
自
分
自

身
を
顧
み
て
見
る
と
︑
北
嶺
に
寒
い
姿
ば
か
り
で
︑
南
枝
に
香
し

い
梅
の
面
影
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
︑
ど
こ
に
も
望
ま
れ
な
か

っ
た
﹂
と
歎
ず
る
な
ん
か
︑
文
学
者
通
有
の
感
傷
語
で
︑
私
な
ど

は
聞
き
飽
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
小
説
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な

葛
西
氏
も
︑
独
居
静
座
の
折
に
は
︑
自
然
と
自
己
を
対
照
し
て
︑

こ
う
い
う
月
並
の
感
想
に
耽
っ
た
の
か
と
思
う
と
︑
新
た
な
る
興
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味
が
覚
え
ら
れ
る
︒

︵
志
賀
氏
の
﹃
暗
夜
行
路
﹄
は
︑
前
篇
だ
け
は
か
つ
て
通
読
し

て
︑
読
後
感
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒︶

︵
八
月
二
十
五
日
︑
軽
井
沢
に
て
︶
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