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江
戸
川
乱
歩
の
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
は
、
雑
誌
「
新
青
年
」
の
大
正
十
四
年
夏
期
増
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
あ
る
。
大
正

十
三
年
の
年
末
に
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
と
『
心
理
試
験
』
の
二
篇
を
書
き
上
げ
、
森
下
雨
村
と
小
酒
井
不
木
ら
の
助
言
を
得
て
、
専
業

作
家
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
た
乱
歩
は
、
翌
年
に
『
心
理
試
験
』
の
発
表
を
皮
切
り
に
し
て
、「
新
青
年
」
の
紙
上
で
「
連
続
短
篇
探
偵

小
説
」
の
連
載
を
は
じ
め
、「
新
小
説
」
や
「
苦
楽
」
な
ど
の
雑
誌
に
も
『
一
人
二
役
』
や
『
人
間
椅
子
』
な
ど
多
数
の
作
品
を
寄
せ
は

じ
め
た
。「（
大
正
十
四
年
は
）
よ
く
書
い
た
年
で
あ
り
、
私
の
初
期
の
代
表
的
な
短
篇
の
半
分
近
く
は
、
こ
の
年
に
発
表
し
た
と
い
っ
て

も
い
い
」⑴
と
自
身
が
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
乱
歩
は
大
正
十
四
年
に
探
偵
小
説
の
創
作
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
。「
連
続
短
篇
探
偵

小
説
」
の
第
六
作
目
で
あ
り
、
連
続
短
篇
を
締
め
く
く
る
作
品
で
も
あ
っ
た
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
は
、
ま
さ
に
そ
の
ピ
ー
ク
の
直
中
に

書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

「
ど
ん
な
遊
び
も
、
ど
ん
な
職
業
も
、
何
を
や
つ
て
見
て
も
、
一
向
こ
の
世
が
面
白
く
な
い
」
と
い
う
「
精
神
病
」
に
罹
っ
て
い
る
上
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京
青
年
郷
田
三
郎
⑵
は
あ
ら
ゆ
る
快
楽
に
飽
き
て
し
ま
い
、
住
所
を
転
々
と
す
る
中
、
新
し
い
下
宿
屋
「
東
栄
館
」
で
、
屋
根
を
登
り
、

そ
こ
か
ら
止
宿
人
た
ち
の
生
活
を
覗
く
と
い
う
新
た
な
楽
し
み
を
発
見
す
る
。
そ
の
「
屋
根
裏
の
散
歩
」
と
い
っ
た
異
様
な
趣
味
は
、
や

が
て
彼
を
遠
藤
と
い
う
止
宿
人
の
殺
害
に
導
い
て
し
ま
う
が
、
完
全
犯
罪
と
思
わ
れ
る
彼
の
密
室
ト
リ
ッ
ク
は
、「
素
人
探
偵
」
明
智
小

五
郎
に
よ
っ
て
あ
っ
け
な
く
見
破
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
は
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
の
概
要
で
あ
る
。
作
品
が
発
表
さ
れ
た
夏
期

増
刊
号
の
次
号
、「
新
青
年
」
九
月
号
に
、
甲
賀
三
郎
は
本
名
の
春
田
能
為
を
用
い
て
、
そ
の
年
の
七
月
に
発
行
さ
れ
た
乱
歩
の
処
女
短

篇
集
『
心
理
試
験
』
に
関
す
る
評
論
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
彼
は
発
表
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
に
次
の
よ
う

な
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。

（
前
略
）
氏
（
引
用
者
注：

江
戸
川
乱
歩
）
以
外
に
誰
が
「
屋
根
裏
の
散
歩
」
な
ど
と
云
ふ
事
を
考
へ
つ
き
得
よ
う
。
さ
う
し
て
誰
が
あ
の
こ
だ
は

り
な
き
平
明
な
る
文
章
を
以
つ
て
、
変
幻
極
り
な
き
妙
想
を
少
し
の
無
理
を
感
ぜ
し
め
な
い
で
書
き
現
す
事
が
出
来
よ
う
。
構
想
雄
大
な
る
『
霧
の

夜
』
と
軽
妙
洒
脱
な
る
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
の
如
き
作
品
の
間
に
立
つ
て
、
堂
々
と
陣
を
張
つ
て
行
け
る
人
が
、
我
が
創
作
界
に
乱
歩
氏
を
除
い
て
果
し
て

何
人
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。⑶

「
屋
根
裏
の
散
歩
」
の
発
想
に
魅
了
さ
れ
た
と
い
う
甲
賀
の
注
目
点
は
、
当
時
の
読
者
層
に
お
け
る
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
の
評
価
を

代
弁
し
て
い
る
。
平
林
初
之
輔
も
、
乱
歩
の
初
期
短
篇
作
品
を
総
評
す
る
際
に
、『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
を
「
着
想
に
全
く
独
創
を
示
し

て
ゐ
る
も
の
」⑷
と
し
、「
あ
ん
な
空
想
を
ゑ
が
い
た
人
間
は
、
恐
ら
く
日
本
に
ほ
か
に
は
な
か
ら
う
」
と
感
服
の
意
を
表
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
現
在
に
お
け
る
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
の
研
究
も
、「
屋
根
裏
の
散
歩
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
出
発
点
と
す
る
も
の
が
多
い
。

例
え
ば
、
松
山
巌
氏
は
、
作
品
の
舞
台
と
な
る
一
九
二
〇
年
代
の
東
京
に
注
目
し
、「
屋
根
裏
の
散
歩
」
が
誕
生
す
る
た
め
の
社
会
的
条

件
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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こ
の
短
編
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
す
べ
て
に
退
屈
し
て
し
ま
っ
た
主
人
公
が
屋
根
裏
を
歩
く
と
い
う
作
者
の
発
想
に
あ
り
、
し
か
も
こ
の
発
想
は
二
〇

年
代
で
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
備
え
た
下
宿
館
は
、
明
治
に
は
少
な
く
、
東
京
が
人
口
を
急
増
さ
せ
た
大

正
中
頃
以
降
に
多
く
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
屋
根
裏
を
歩
い
て
他
人
の
部
屋
を
上
か
ら
覗
け
る
の
は
、
各
部
屋
が
間
貸
し
の
よ
う

に
、
襖
や
障
子
で
仕
切
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
し
た
壁
に
仕
切
ら
れ
て
容
易
に
隣
室
か
ら
覗
け
な
い
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。⑸

松
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
屋
根
裏
に
登
り
他
人
の
生
活
を
覗
き
見
る
と
い
う
、
郷
田
の
犯
罪
の
発
端
と
な
っ
た
行
為
は
、
下
宿
の

個
室
と
い
う
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
護
さ
れ
る
空
間
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
は
「
大
正
中
頃
以
降
」
と
い
う
時
代

と
、
そ
の
時
代
が
抱
え
る
様
々
な
社
会
問
題
が
存
在
し
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
松
山
氏
の
論
説
を
受
け
、
武
田
信
明
氏

は
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
を
「「
ま
な
ざ
し
」
を
め
ぐ
る
物
語
」⑹
と
解
釈
し
、「
東
京
」
か
ら
「
屋
根
裏
」
ま
で
、
作
品
内
の
空
間
が

徐
々
に
凝
縮
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
連
れ
、
郷
田
の
「
覗
く
」
欲
望
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
「
覗
く
」「
ま
な
ざ
し
」
の
根
源

に
は
、
都
市
の
「
遊
民
」
で
あ
る
郷
田
の
「
他
者
と
の
疎
隔
感
」
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
郷
田
に
纏
わ
る
問
題
が
「
全
て

「
近
代
」、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
「
近
代
都
市
」、
を
指
示
し
て
い
る
」
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
笠
井
潔
氏
も
郷
田
の
「
窃
視
願

望
」
に
注
目
し
、

窃
視
願
望
は
乱
歩
に
と
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
体
質
化
さ
れ
た
趣
味
と
い
っ
て
い
い
反
復
強
迫
的
主
題
で
あ
る
が
、
初
期
の
乱
歩
文
学
に
と
っ
て
重
要
な

の
は
、
そ
の
趣
味
性
で
は
な
く
時
代
的
な
必
然
性
で
あ
る
。「
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
見
た
い
」
と
い
う
欲
望
は
、
近
代
的
自
我
の
亀
裂
と
し
て
の
自

意
識
の
、
ほ
と
ん
ど
必
然
的
な
病
理
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。⑺

と
し
、
郷
田
を
含
む
乱
歩
初
期
作
品
の
主
人
公
の
人
間
像
を
近
代
に
お
け
る
自
我
の
確
立
と
崩
壊
の
問
題
と
関
連
し
て
捉
え
て
い
る
。

以
上
に
挙
げ
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
の
大
都
市
東
京
の
投
影
と
し
て
の
郷
田
像
が
既
に
先
行
研
究
の
中
で
確
立
さ
れ
て
い
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る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
郷
田
は
、『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、
都
市
の
発
展
や
時
代
の
変
遷
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

諸
問
題
を
抱
え
る
者
の
代
表
者
と
し
て
の
み
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
郷
田
を
取
り
巻
く
時
代
の
社
会
背
景
を
再
確
認
し
た
う

え
で
、
彼
の
行
動
や
心
理
的
変
化
を
辿
り
な
が
ら
、
本
作
に
お
け
る
郷
田
の
人
物
造
形
を
改
め
て
解
明
す
る
こ
と
に
試
み
た
い
。

一
、
上
京
青
年
と
し
て
の
郷
田
三
郎

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
作
の
主
人
公
と
な
る
郷
田
三
郎
は
、「
ど
ん
な
遊
び
も
、
ど
ん
な
職
業
も
、
何
を
や
つ
て
見
て
も
、
一
向
こ
の

世
が
面
白
く
な
い
」
と
い
っ
た
精
神
病
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
彼
は
「
長
く
て
一
年
、
短
い
の
は
一
月
位
」
の
頻
度
で
職
業
を
転
々

と
し
、
や
が
て
「
文
字
通
り
何
も
し
な
い
で
」、
仕
送
り
を
頼
り
に
無
職
の
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
上
、
遊
び
に
関
し
て
も
始
め
て

は
す
ぐ
に
飽
き
て
し
ま
い
、
果
て
は
「
面
白
く
暮
す
」
た
め
に
「
頻
繁
に
宿
所
を
換
へ
て
歩
く
」
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ

の
郷
田
に
お
け
る
「
底
知
れ
ぬ
倦
怠
」
は
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

都
市
生
活
は
刺
激
に
満
ち
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
刺
激
に
慣
れ
て
、
も
う
「
在
り
来
た
り
の
刺
激
」
に
は
反
応
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
都
市
生

活
は
む
し
ろ
「
退
屈
」
な
場
所
に
変
わ
る
。
そ
れ
は
ぜ
ひ
払
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
退
屈
で
あ
る
。
こ
の
退
屈
さ
は
、
そ
れ
を
癒
す
に
は
も
っ
と

強
い
も
っ
と
異
常
な
刺
激
が
必
要
に
な
る
よ
う
な
退
屈
さ
で
あ
る
。⑻

以
上
の
よ
う
に
、
内
田
隆
三
氏
は
「
刺
激
」
と
「
退
屈
」
の
繰
り
返
し
の
背
景
と
し
て
、「
都
市
」
と
い
う
空
間
の
存
在
を
提
示
し
て

い
る
。『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
の
物
語
の
舞
台
と
な
っ
た
大
正
時
代
は
、
ま
さ
に
東
京
の
大
都
市
化
の
真
最
中
に
あ
た
っ
て
お
り
、
そ
の

時
期
に
お
け
る
人
口
推
移
の
状
況
を
見
る
と
、
大
正
五
年
ま
で
一
％
に
留
ま
る
人
口
増
加
率
は
、
大
正
六
年
の
爆
発
的
な
十
四
・
五
％
を

皮
切
り
に
、
年
間
三
・
五
％
か
ら
八
・
四
％
の
増
加
率
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
作
品
が
発
表
さ
れ
た
大
正
十
四
年
に
な
る
と
、
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東
京
の
人
口
は
大
正
元
年
の
一
・
五
倍
を
も
超
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
全
国
人
口
増
加
率
が
二
％
以
内
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
当
時
に
お
け
る
地
方
出
身
者
の
上
京
ブ
ー
ム
は
確
認
で
き
よ
う
⑼
。
郷
田
三
郎
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
大
勢
な
上
京
者
の
中
の

一
人
で
あ
る
。
親
元
か
ら
月
々
受
け
て
い
る
仕
送
り
が
「
職
業
を
離
れ
て
も
別
に
生
活
に
は
困
ら
な
い
」
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
地

方
の
裕
福
な
家
庭
に
生
ま
れ
、
学
業
の
た
め
に
上
京
せ
ら
れ
た
と
い
う
郷
田
の
生
い
立
ち
は
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
彼
は
学
校
に
「
一

年
に
何
日
と
勘
定
の
出
来
る
程
し
か
出
席
し
な
か
つ
た
」
し
、
学
校
を
出
た
後
も
定
職
に
就
く
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
職
業
を
頻

繁
に
変
え
る
理
由
と
し
て
、「
こ
れ
こ
そ
一
生
を
捧
げ
る
に
足
る
と
思
ふ
様
な
も
の
に
は
、
ま
だ
一
つ
も
出
く
は
さ
な
い
」
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
遊
び
に
関
し
て
も
「
こ
れ
あ
る
が
為
に
生
き
甲
斐
を
感
じ
る
」
も
の
に
出
会
っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で

看
過
で
き
な
い
の
は
、「
生
き
甲
斐
」
的
な
も
の
が
作
中
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
倦
怠
感
を
感
じ
る
郷

田
に
厭
世
的
な
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
が
、
正
確
に
言
え
ば
、
彼
は
単
に
厭
世
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
に
対
し
て
「
生
き
甲
斐
」
を
求
め
た
結
果
、
そ
こ
か
ら
「
生
き
甲
斐
」
的
な
も
の
を
見
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
失
望
し
、

結
果
的
に
退
屈
の
状
態
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

町
田
祐
一
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
教
育
機
関
は
明
治
時
代
に
お
い
て
既
に
「
帝
国
大
学
を
頂
点
と
す
る
大
学
、
中
学
、
小
学
の
教
育
体

系
」
が
定
ま
っ
て
お
り
、
明
治
二
十
七
年
の
「
高
等
学
校
令
」、
三
十
二
年
の
「
中
学
校
令
」
と
三
十
六
年
の
「
専
門
学
校
令
」
を
も
と

に
、
そ
の
規
模
が
さ
ら
に
拡
大
化
さ
れ
、
結
果
と
し
て
「
高
学
歴
が
「
立
身
出
世
」
の
条
件
と
な
る
「
学
歴
社
会
」
が
確
立
さ
れ
て
い
」

っ
た
の
で
あ
る
。
地
方
出
身
者
で
あ
る
郷
田
の
上
京
も
、
こ
の
「
学
歴
社
会
」
の
確
立
を
背
景
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

明
治
時
代
を
席
巻
す
る
「
立
身
出
世
」
の
風
潮
は
、
早
く
も
日
露
戦
争
後
に
勃
発
し
た
様
々
な
社
会
問
題
に
よ
っ
て
あ
っ
さ
り
消
え
去
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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将
来
の
「
国
家
中
堅
」
た
る
学
生
青
年
層
か
ら
は
、「
立
身
出
世
」
の
行
詰
ま
り
か
ら
「
煩
悶
青
年
」
や
「
墮
落
青
年
」、「
成
功
青
年
」
と
い
っ
た

表
現
で
呼
ば
れ
た
個
人
主
義
的
傾
向
が
顕
著
に
表
れ
は
じ
め
て
い
た
。⑽

世
間
に
お
け
る
地
位
と
名
声
を
追
求
す
る
「
立
身
出
世
」
は
、
自
我
の
存
在
に
社
会
と
い
う
基
盤
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

「
立
身
出
世
」
が
「
生
き
甲
斐
」
と
し
て
成
立
し
な
く
な
る
場
合
、
青
年
た
ち
は
改
め
て
自
我
の
有
り
よ
う
を
個
人
の
領
域
で
見
つ
め
直

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
青
年
の
精
神
面
に
お
け
る
変
化
は
、
文
学
の
領
域
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

野
口
武
彦
氏
は
、
大
正
時
代
に
お
け
る
自
然
主
義
小
説
と
白
樺
派
の
文
学
を
「
自
我
の
確
立
と
安
定
」⑾
を
求
め
た
も
の
と
解
釈
し
、
両

者
の
根
底
に
は
「
自�

我�

の�

恒�

常�

性�

に
つ
い
て
の
少
な
く
と
も
信
仰
が
あ
っ
た
（
傍
点
原
文
）」
と
し
て
お
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
以
下
の
よ

う
な
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、「
大
正
」
の
急
速
な
都
市
化
現
象
は
、
そ
の
信
仰
を
ゆ
る
が
せ
、
自
我
の
亀
裂
こ
そ
が
常
態
で
あ
る
よ
う
な
も
う
一
つ
の
時
代
感
覚
を

醸
成
し
た
。

学
業
や
職
業
を
な
お
ざ
り
に
、
遊
戯
か
ら
も
「
生
き
甲
斐
」
を
見
つ
か
ら
ず
に
東
京
と
い
う
大
都
市
の
中
で
遊
歩
す
る
郷
田
か
ら
も
、

こ
の
よ
う
な
「
自
我
の
亀
裂
」
が
読
み
取
れ
よ
う
。
過
去
を
顧
み
ず
、
未
来
に
つ
い
て
も
全
く
希
望
を
抱
か
な
い
彼
は
、
現
在
を
彷
徨
す

る
の
み
で
あ
る
。
郷
田
の
拭
え
な
い
「
退
屈
」
や
「
倦
怠
」
と
言
っ
た
人
物
設
定
の
背
後
に
は
、「
大
正
」
と
い
う
時
代
、
ま
た
「
東
京
」

と
い
う
都
市
が
抱
え
る
諸
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
川
乱
歩
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
論

二
四
四



二
、「
覗
き
」
と
い
う
趣
味

無
職
の
遊
民
と
な
っ
た
郷
田
は
、
カ
フ
ェ
で
偶
然
に
素
人
探
偵
明
智
小
五
郎
と
出
会
う
。
明
智
か
ら
「
様
々
の
魅
力
に
富
ん
だ
犯
罪
談

を
聞
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
「
今
ま
で
一
向
気
附
か
な
い
で
ゐ
た
「
犯
罪
」
と
い
ふ
事
柄
に
、
新
し
い
興
味
を
覚
え
る
様
に
な
」

り
、
そ
の
関
心
も
犯
罪
に
関
す
る
書
物
の
耽
読
か
ら
「「
犯
罪
」
の
真
似
事
」
へ
と
進
化
し
て
い
く
。
実
際
に
彼
が
行
っ
た
犯
罪
の
真
似

事
は
、
尾
行
や
偽
の
暗
号
文
な
ど
の
い
た
ず
ら
と
も
言
え
る
「
遊
戯
」
と
「
色
々
の
変
装
」
で
あ
る
。「
掏
摸
」
の
よ
う
に
通
行
人
を
尾

行
し
た
り
、
暗
号
文
の
紙
切
れ
を
「
公
園
の
ベ
ン
チ
の
板
の
間
へ
挟
ん
で
置
い
て
、
樹
陰
に
隠
れ
て
、
誰
か
ゞ
そ
れ
を
発
見
す
る
の
を
待

構
へ
」
た
り
と
い
っ
た
行
動
か
ら
、
郷
田
と
い
う
人
間
に
お
け
る
一
つ
の
特
徴
が
窺
え
よ
う
。
つ
ま
り
彼
は
、
自
身
の
存
在
を
観
察
対
象

に
晒
さ
ず
に
、
一
方
的
に
他
者
に
対
し
て
視
線
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
他
者
を
一
方
的
に
観
察
す
る
姿
勢
は
、
彼
が
新

築
の
下
宿
屋
「
東
栄
館
」
に
移
住
し
、
自
分
の
部
屋
の
押
入
の
中
で
寝
る
よ
う
に
な
っ
た
際
に
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
押
入
れ
の
中
で

「
フ
ワ
リ
と
寝
転
」
ぶ
彼
は
、
狭
い
天
井
を
眺
め
る
だ
け
で
な
く
、「
襖
を
ピ
ツ
シ
ヤ
リ
締
め
切
つ
て
、
そ
の
隙
間
か
ら
洩
れ
て
来
る
糸
の

様
な
電
気
の
光
を
見
」
て
、「
泥
棒
が
他
人
の
部
屋
を
で
も
覗
く
」
よ
う
に
自
分
自
身
の
部
屋
を
覗
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
郷
田
に

と
っ
て
、
薄
暗
い
押
入
れ
は
自
身
の
隠
れ
場
と
な
り
、
普
段
か
ら
生
活
し
て
い
る
部
屋
で
さ
え
外
部
空
間
に
な
る
。

押
入
れ
の
寝
台
に
飽
き
始
め
た
郷
田
は
、
や
が
て
屋
根
裏
へ
の
通
路
に
辿
り
着
き
、
そ
こ
か
ら
ほ
か
の
止
宿
人
の
秘
密
を
覗
く
こ
と
に

「
生
き
甲
斐
」
を
感
じ
る
ほ
ど
に
没
頭
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
東
栄
館
に
移
住
し
た
当
座
、
郷
田
は
「
人
間
」
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
嘆
い
た
こ
と
が
あ
る
。

（
前
略
）
人
間
と
い
ふ
も
の
は
何
と
退
屈
極
る
生
物
な
の
で
し
よ
う
。
ど
こ
へ
行
つ
て
見
て
も
、
同
じ
様
な
思
想
を
、
同
じ
様
な
表
情
で
、
同
じ
様
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な
言
葉
で
、
繰
り
返
し
�
�
、
発
表
し
合
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

こ
こ
で
言
う
「
人
間
」
は
、
都
市
と
い
う
空
間
に
生
き
る
群
衆
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
渡
辺
和
靖
氏
は
、

都
市
に
お
け
る
人
間
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

伝
統
的
な
共
同
体
に
お
い
て
は
、
他
人
と
の
関
係
は
、
事
実
に
よ
っ
て
す
で
に
外
側
か
ら
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
自
立
し
た
人
間
に
と
っ
て
は
、

「
他
者
」
と
は
、
主
体
的
な
実
践
に
よ
っ
て
か
ち
と
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
人
間
と
人
間
の
関
係
は
、
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
創

造
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。⑿

故
郷
を
「
伝
統
的
な
共
同
体
」
と
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
の
対
極
的
な
位
置
に
置
か
れ
、「
自
立
し
た
人
間
」
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
空
間
は
ま
さ
に
都
市
で
あ
る
。
伝
統
的
な
共
同
体
で
あ
る
故
郷
と
違
い
、
都
市
の
中
で
他
者
と
関
係
を
築
く
こ
と
に
は
自
主
性

が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
京
の
よ
う
な
大
都
市
は
出
自
も
経
歴
も
異
な
る
人
間
に
埋
も
れ
て
お
り
、
未
知
な
他
者
に
近
づ
く
第

一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
は
既
に
困
難
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
の
は
、
松
山
巌
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
と
い
う
、
都
市
に

生
き
る
人
間
の
間
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
「
希
薄
な
人
間
関
係
」⒀
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
関
係
を
元
に
他
者
と
向
き
合
う
こ

と
に
あ
た
っ
て
、
人
は
人
畜
無
害
な
仮
面
を
被
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
郷
田
を
「
退
屈
」
に
さ
せ
た
と
い
う
「
同
じ
様
な
思
想
」

を
「
発
表
し
合
」
う
人
間
の
姿
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
群
衆
に
迎
合
し
た
人
間
の
一
面
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
鍵
の
か
か
っ
た
個
室
と

い
う
私
的
な
空
間
に
入
る
と
、
他
者
の
存
在
と
外
部
の
視
線
が
消
え
去
り
、
人
間
は
も
っ
と
も
無
防
備
な
一
面
を
さ
ら
け
出
し
て
し
ま

う
。
屋
根
裏
に
登
っ
た
郷
田
が
目
に
し
た
の
は
、
昇
給
の
辞
令
に
喜
ぶ
会
社
員
、
着
物
を
舐
め
る
相
場
師
や
臆
病
な
野
球
選
手
な
ど
、

様
々
な
人
間
の
裏
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
間
の
「
本
性
」
と
も
言
う
べ
き
一
面
│
│
少
な
く
と
も
郷
田
自
身
は
そ
れ
ら
を
人
間
の
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「
本
性
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
│
│
こ
そ
、
郷
田
が
「
屋
根
裏
の
散
歩
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
た
「
云
ひ
知
れ
ぬ
魅
力
」

の
正
体
と
言
え
よ
う
。

屋
根
裏
の
散
歩
を
続
け
る
う
ち
に
、
郷
田
は
の
ち
に
発
生
す
る
密
室
殺
人
事
件
の
被
害
者
で
あ
る
遠
藤
の
部
屋
に
辿
り
着
く
。
も
ち
ろ

ん
、
遠
藤
が
犠
牲
者
に
な
っ
た
の
は
、
彼
の
口
が
「
節
穴
の
真
下
の
所
に
あ
つ
た
」
と
い
う
不
幸
な
偶
然
が
主
因
と
な
っ
て
お
り
、
郷
田

が
準
備
段
階
で
何
回
も
殺
人
を
思
い
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
必
ず
し
も
遠
藤
と
い
う
特
定
な
人
物
に
殺
意
ほ
ど
の
強
い
感

情
を
抱
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
郷
田
が
遠
藤
を
「
一
番
虫
の
好
か
ぬ
」
止
宿
人
と
し
て
認
識
す
る
理
由
を
説
明
す
る

た
め
に
割
か
れ
た
文
章
量
は
余
り
に
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
松
山
氏
は
、
遠
藤
の
人
物
像
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
り
な
が
ら
生
き
る
郷
田
の
よ
う
な
男
に
と
っ
て
、
遠
藤
の
よ
う
な
鉄
面
皮
の
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
顔
を
変
え
る
こ
と

な
く
社
会
に
融
け
こ
ん
で
ゆ
け
る
男
が
最
も
苦
手
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
都
市
社
会
は
、
遠
藤
の
よ
う
に
人
間
を
鉄
面
皮
で
生
き
る
よ
う
要
求
す
る
。

遠
藤
の
内
と
外
と
が
変
わ
ら
ぬ
表
情
は
、
い
わ
ば
屋
根
裏
の
散
歩
者
が
融
け
こ
め
な
か
っ
た
社
会
そ
の
も
の
の
顔
だ
っ
た
の
で
あ
る
。⒁

歯
科
医
学
校
を
卒
業
し
た
の
ち
に
歯
医
者
の
助
手
と
し
て
働
き
、
女
性
に
も
好
か
れ
る
と
い
う
遠
藤
の
人
生
は
、
ま
さ
に
順
風
満
帆
そ

の
も
の
で
あ
り
、
郷
田
の
退
屈
な
暮
ら
し
と
は
正
反
対
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
部
屋
を
「
キ
チ
ン
と
整
頓
」
し
て
お

り
、
寝
姿
さ
え
も
「
行
儀
が
い
ゝ
」
遠
藤
を
、
郷
田
は
「
何
か
汚
い
も
の
で
も
見
る
」
よ
う
に
屋
根
裏
の
節
穴
を
通
し
て
眺
め
、
彼
の

「
の
つ
ぺ
り
し
た
頬
つ
ぺ
た
を
、
い
き
な
り
殴
り
つ
け
て
や
り
度
い
」
よ
う
な
気
持
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
攻
撃
的
な
視
線
は
、
ほ
か
の

止
宿
人
た
ち
の
私
生
活
を
覗
く
際
に
用
い
ら
れ
る
趣
味
的
な
視
線
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
松
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
遠
藤
と

い
う
人
物
は
、
郷
田
と
あ
ら
ゆ
る
面
で
対
極
的
な
位
置
に
置
か
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
都
市
と
い
う
「
社
会
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
作

品
に
登
場
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
遠
藤
に
向
け
る
郷
田
の
苛
立
ち
は
、
同
時
に
郷
田
の
社
会
に
対
す
る
苛
立
ち
で
も
あ
ろ
う
。
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三
、「
本
性
」
の
在
り
処

止
宿
人
の
「
本
性
」
を
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
「
生
き
甲
斐
」
を
感
じ
る
郷
田
は
、
屋
根
裏
の
散
歩
を
続
く
中
で
、
完
全
犯
罪
に
よ
っ
て

同
じ
止
宿
人
の
遠
藤
を
殺
害
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
元
々
「
犯
罪
嗜
好
者
」
で
あ
っ
た
彼
は
、
自
身
の
思
い
付
い
た

「
妙
計
」
に
「
す
つ
か
り
有
頂
天
に
な
」
り
、
残
虐
的
な
殺
人
行
為
に
よ
っ
て
「
異
常
な
欲
望
」
を
満
た
そ
う
と
し
て
、
具
体
的
な
計
画

を
立
て
実
行
に
移
し
て
い
く
。
し
か
し
、
遠
藤
か
ら
盗
ん
だ
毒
薬
を
調
合
し
て
い
く
う
ち
に
、
彼
は
「
あ
る
恐
怖
に
似
た
感
情
」
に
襲
わ

れ
る
。
こ
の
感
情
は
、「
シ
エ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
不
気
味
な
文
句
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
作
中
に
引
用
さ
れ
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

の
文
章
は
、
劇
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
の
中
の
セ
リ
フ
で
あ
り
、「
人
殺
し
は
隠
し
お
ほ
さ
れ
る
も
の
で
な
し
ッ
て
ね
。
も
つ
と
も
息
子
は

隠
せ
る
か
も
知
れ
ん
が
、
長
い
間
に
は
露
見
す
ら
あ
ね
」⒂
と
い
う
意
味
だ
が
、
犯
罪
の
発
覚
に
対
す
る
恐
怖
は
、
作
品
の
第
一
章
の
な

か
で
言
及
さ
れ
る
「
法
律
上
の
罪
人
に
な
る
こ
と
」
を
回
避
す
る
と
い
う
郷
田
の
姿
勢
に
呼
応
す
る
。
た
だ
し
、
郷
田
を
恐
怖
に
陥
ら
せ

た
の
は
、
計
画
の
「
破
綻
」
の
恐
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
の
関
心
の
焦
点
は
次
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
。

何
の
恨
み
も
な
い
一
人
の
人
間
を
、
た
ゞ
殺
人
の
面
白
さ
に
殺
し
て
了
う
と
は
、
そ
れ
が
正
気
の
沙
汰
か
。
お
前
は
悪
魔
に
魅
入
ら
れ
た
の
か
、

お
前
は
気
が
違
つ
た
の
か
。
一
体
お
前
は
、
自
分
自
身
の
心
を
空
恐
ろ
し
く
は
思
は
な
い
の
か
。

「
犯
罪
嗜
好
者
」
郷
田
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
犯
罪
に
手
を
染
め
る
こ
と
に
罪
意
識
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

突
如
に
迫
り
上
が
る
罪
意
識
に
よ
っ
て
、
彼
は
積
極
的
に
密
室
殺
人
を
計
画
す
る
姿
勢
か
ら
、
そ
の
実
行
を
思
い
と
ど
ま
る
た
め
の
根
拠

を
探
す
方
向
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
心
境
は
、「
遠
藤
の
大
き
く
開
い
た
口
」
が
「
節
穴
の
真
下
」
に
あ
る
と
い
う
、
殺
人

計
画
の
出
発
点
に
当
た
る
事
柄
が
偶
然
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
際
に
、
彼
が
失
望
と
同
時
に
感
じ
た
「
不
思
議
な
気
安
さ
」
か
ら
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も
読
み
取
れ
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
良
心
の
呵
責
を
感
じ
な
が
ら
も
、
犯
罪
の
魅
力
を
諦
め
ら
れ
な
か
っ
た
郷
田
は
、
最
終
的
に
計
画
を
実
行
に
移

し
て
し
ま
う
。
語
り
手
は
、
遠
藤
の
口
が
ち
ょ
う
ど
節
穴
の
真
下
へ
来
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
た
瞬
間
の
郷
田
の
気
持
ち
を
以
下
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
る
。

彼
は
思
は
ず
叫
声
を
上
げ
さ
う
に
な
つ
た
の
を
や
つ
と
堪
へ
ま
し
た
。
遂
に
そ
の
時
が
来
た
喜
び
と
、
一
方
で
は
云
ひ
知
れ
ぬ
恐
怖
と
、
そ
の
二
つ

が
交
錯
し
た
、
一
種
異
様
の
興
奮
の
為
に
、
彼
は
暗
闇
の
中
で
、
真
青
に
な
つ
て
了
ひ
ま
し
た
。

郷
田
が
感
じ
た
と
い
う
、
手
先
が
「
震
ひ
出
す
」
ほ
ど
の
瞬
間
的
な
激
動
は
、
彼
が
予
想
し
た
よ
う
な
、
犯
罪
そ
の
も
の
が
齎
し
た
感

情
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
行
う
殺
人
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
刺
戟
へ
の
期
待
感
と
、
犯
罪
の
発
覚
へ
の
恐
怖
及
び
人
を
殺
め

る
こ
と
に
対
す
る
潜
在
的
な
後
ろ
め
た
さ
が
同
時
に
頂
点
に
達
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
毒
薬
を
遠
藤
の
口
の
中

に
垂
ら
し
た
後
、
郷
田
は
「
可
愛
相
な
被
害
者
の
顔
を
、
身
動
き
も
し
な
い
で
、
食
ひ
入
る
様
に
見
つ
め
」、
遠
藤
の
死
に
ゆ
く
様
を
観

察
す
る
。
こ
の
よ
う
な
冷
徹
と
も
言
え
る
視
線
に
よ
っ
て
、
彼
に
お
け
る
犯
罪
の
も
た
ら
す
刺
戟
を
待
ち
望
む
姿
勢
は
改
め
て
確
認
で
き

よ
う
。
し
か
し
、「
グ
ツ
タ
リ
と
枕
を
は
ず
し
た
顔
に
、
我
々
の
世
界
の
と
は
ま
る
で
別
な
、
一
種
の
ほ
ゝ
ゑ
み
」
を
浮
か
べ
な
が
ら
死

ん
で
い
く
と
い
う
遠
藤
の
死
に
際
は
、
余
り
に
も
静
寂
で
「
楽
々
」
な
も
の
で
あ
り
、
郷
田
を
「
ガ
ツ
カ
リ
」
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
遠
藤
は
予
定
通
り
に
「
仏
」
に
な
っ
た
が
、
期
待
し
て
い
た
「
こ
の
上
も
な
い
魅
力
」
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
郷
田
の
計
画

は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
結
局
、
郷
田
に
最
も
刺
戟
を
与
え
た
の
は
殺
人
を
実
行
す
る
直
前
に
感

じ
た
「
喜
び
」
と
「
恐
怖
」
の
「
交
錯
」
で
あ
り
、
そ
の
瞬
間
が
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
、
殺
人
行
為
そ
の
も
の
は
「
日
常
茶
飯
事
」
に
な

る
。
た
だ
し
、
殺
人
の
あ
っ
け
な
さ
に
失
望
す
る
郷
田
に
、
ま
た
「
え
た
い
の
知
れ
ぬ
恐
ろ
し
さ
」
が
襲
い
掛
か
っ
て
き
た
こ
と
も
看
過
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で
き
な
い
。

暗
闇
の
屋
根
裏
、
縦
横
に
交
錯
し
た
怪
物
の
様
な
棟
木
や
梁
、
そ
の
下
で
、
守
宮
か
何
ぞ
の
様
に
、
天
井
裏
に
吸
ひ
つ
い
て
、
人
間
の
死
骸
を
見

つ
め
て
ゐ
る
自
分
の
姿
が
、
三
良
（
郎
）
は
俄
に
気
味
悪
く
な
つ
て
来
ま
し
た
。
妙
に
首
筋
の
所
が
ゾ
ク
�
�
し
て
、
ふ
と
耳
を
す
ま
す
と
、
ど
こ

か
で
、
ゆ
つ
く
り
�
�
、
自
分
の
名
を
呼
び
続
け
て
ゐ
る
様
な
気
さ
へ
し
ま
す
。

郷
田
を
魅
了
し
た
屋
根
裏
は
、
こ
こ
で
恐
怖
の
場
所
へ
と
化
し
て
い
く
。
彼
は
殺
人
と
い
う
行
為
を
刺
戟
の
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て

し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
し
、
そ
の
対
象
と
し
て
選
ん
だ
遠
藤
に
対
し
て
も
、
特
に
深
い
感
情
を
抱
い
て
い
な
い
つ
も
り
で
い
た
が
、
実

際
に
殺
人
を
実
行
し
て
み
る
と
、「
遠
藤
の
異
様
な
大
き
な
唇
が
、
ヒ
ヨ
イ
と
出
て
来
さ
う
に
も
思
は
れ
る
」
と
郷
田
が
語
っ
て
い
る
よ

う
に
、
命
を
失
っ
た
遠
藤
は
彼
の
意
識
に
侵
入
し
て
い
き
、
彼
を
脅
か
す
存
在
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
郷
田
に
お
け
る
心
理
的
な
変
化

に
つ
い
て
、
後
始
末
に
駆
ら
れ
て
い
る
彼
自
身
は
自
覚
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
余
裕
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
殺
人
と
い
う
罪

を
犯
し
た
以
上
、「
法
律
上
の
罪
人
」
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
彼
は
、
犯
行
が
発
覚
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
必
死
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

犯
罪
の
発
覚
の
可
能
性
に
「
ビ
ク
ビ
ク
」
す
る
郷
田
だ
が
、
遠
藤
の
死
が
自
殺
と
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
「
段
々
落
ち
つ

い
て
来
た
ば
か
り
か
、
は
て
は
、
自
分
の
手
際
を
得
意
が
る
余
裕
さ
へ
生
じ
」
た
よ
う
に
な
り
、「
法
律
上
の
罪
人
」
に
な
る
こ
と
へ
の

恐
怖
か
ら
い
っ
た
ん
開
放
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
こ
の
塩
梅
な
ら
、
ま
だ
何
人
だ
つ
て
殺
せ
る
ぞ
」
と
い
う
当
初
の
意
気
込
み
と
は
裏
腹

に
、
夜
に
な
る
と
、「
遠
藤
の
死
顔
が
目
先
に
ち
ら
つ
く
」
こ
と
に
気
味
悪
さ
を
感
じ
る
た
め
、
郷
田
が
そ
れ
ま
で
「
生
き
甲
斐
」
と
し

て
い
る
「
屋
根
裏
の
散
歩
」
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
半
月
後
、
明
智
が
押
入
れ
の
中
か
ら

意
外
な
再
登
場
を
果
た
し
た
際
に
、
郷
田
は
ま
ず
、
天
井
か
ら
ぶ
ら
下
が
る
明
智
の
首
を
、
遠
藤
の
首
と
錯
覚
し
、
恐
怖
に
よ
っ
て
部
屋

江
戸
川
乱
歩
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
論

二
五
〇



か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
郷
田
は
、
彼
が
刺
戟
を
求
め
る
た
め
に
犯
し
た
殺
人
と
い
う
罪
に
、
不
本
意
に
も
囚
わ
れ

て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
既
に
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、「
こ
れ
ま
で
少
し
も
興
味
を
感
じ
な
か
つ
た
色
々
な
遊
び
」
に
再
び
熱
中

し
、「
家
を
外
に
し
て
、
遊
び
廻
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
潜
在
的
に
「
東
栄
館
」
と
い
う
犯
罪
の
現
場
と
な
る
空
間
を
抜
け
出
そ
う
と
す

る
彼
の
行
動
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
罪
意
識
は
あ
く
ま
で
も
彼
の
意
識
下
に
あ
る
感
情
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
認
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
登
場
し
た
明
智
は
、「
シ
ヤ
ツ
の
釦
」
と
い
う
偽
物
の
証
拠
品
を
用
い
る
誘
導
尋
問
に
よ
っ
て
、
郷
田
の
完
全
犯
罪
を
暴
露
す

る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
明
智
が
「
遠
藤
の
死
ん
だ
日
か
ら
煙
草
を
吸
は
な
く
な
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
郷
田
の
身

体
に
お
け
る
変
化
を
根
拠
に
彼
を
犯
人
と
し
て
疑
い
、
さ
ら
に
郷
田
の
「
真
似
」
を
し
て
、
屋
根
裏
か
ら
彼
の
「
イ
ラ
�
�
し
た
様
子
」

を
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
屋
根
裏
を
登
る
明
智
の
視
線
は
、
か
つ
て
「
屋
根
裏
の
散
歩
」
を
行
っ
た
郷
田
の
そ
れ
と
重
な
る
。
つ
ま

り
、
郷
田
が
「
屋
根
裏
の
散
歩
」
を
通
し
て
止
宿
人
た
ち
の
内
面
世
界
を
覗
い
た
よ
う
に
、
明
智
が
目
に
し
た
の
も
ま
た
、
郷
田
三
郎
の

最
も
無
防
備
な
姿
で
あ
り
、
彼
と
い
う
人
間
の
最
も
核
心
的
な
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
止
宿
人
た
ち
の
「
本
性
」
を
面
白
が
る
郷
田

は
、
さ
も
彼
自
身
に
そ
の
よ
う
な
両
面
性
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
外
の
世
界
で
平
然
と
し
て
い
る
彼
は
、
私

的
空
間
で
あ
る
部
屋
に
戻
れ
ば
、
自
分
の
犯
し
た
罪
に
対
す
る
不
安
と
恐
怖
が
暴
れ
出
し
、
彼
を
「
イ
ラ
イ
ラ
」
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
郷

田
が
「
ち
や
ん
と
自
首
す
る
決
心
を
し
て
ゐ
る
」
と
明
智
が
断
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
意
識
下
に
温
め
ら
れ
て
い
る
罪
意
識
の
よ
う

な
感
情
は
、
い
ず
れ
彼
を
破
滅
的
な
運
命
に
導
く
だ
ろ
う
。

彼
は
毒
薬
の
瓶
を
節
穴
か
ら
落
し
た
時
、
そ
れ
が
ど
こ
へ
落
ち
た
か
を
見
な
か
つ
た
様
に
思
つ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
実
は
、
巻
煙
草
に
毒

薬
の
こ
ぼ
れ
た
こ
と
ま
で
、
ち
や
ん
と
見
て
ゐ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
意
識
下
に
押
籠
め
ら
れ
て
、
精
神
的
に
彼
を
煙
草
嫌
ひ
に
さ
せ
て
了

つ
た
の
で
し
た
。
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作
品
の
結
末
に
、
語
り
手
は
以
上
の
よ
う
な
言
葉
を
付
け
加
え
て
い
る
。「
倒
叙
法
」
を
用
い
た
以
上
、
密
室
殺
人
事
件
の
犯
人
が
郷

田
で
あ
る
こ
と
は
既
に
謎
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
作
品
の
解
決
篇
と
も
い
う
べ
き
後
半
は
、
明
智
が
「
屋
根
裏
の
散
歩
」
を
通
し
て
、
郷

田
と
い
う
人
間
の
内
面
世
界
を
解
明
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
持
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
に
登
場
す
る

素
人
探
偵
明
智
は
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
や
『
心
理
試
験
』
の
よ
う
に
心
理
学
の
理
論
を
饒
舌
に
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
彼
が
人
間
の
心
理
に
対
し
て
興
味
を
無
く
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
イ
コ
ー
ル
し
な
い
だ
ろ
う
。「
三
良
（
郎
）
の
病
的
な
性
格
に

│
│
一
種
の
研
究
材
料
と
し
て
│
│
興
味
を
見
出
し
て
ゐ
た
」
と
作
品
の
前
半
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
に

お
け
る
明
智
は
、
や
は
り
「
人
間
を
研
究
し
て
ゐ
る
」⒃
と
い
う
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
に
お
け
る
探
偵
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
を
貫
い
て

お
り
、『
心
理
試
験
』
の
結
末
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
気
づ
か
な
い
」⒄
と
こ
ろ
で
精
神
分
析
の
原
理
を
応
用
し
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
は
郷
田
三
郎
と
い
う
人
間
の
深
層
心
理
を
追
求
し
た
作
品
で
あ
り
、
ま
た
、
都
市
に
生
き
る
犯
罪
嗜
好

者
と
し
て
設
定
さ
れ
た
郷
田
三
郎
と
い
う
人
物
も
、
明
智
が
暴
露
し
た
と
い
う
、
彼
の
意
識
下
に
存
在
す
る
感
情
に
よ
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ

を
持
ち
え
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
作
品
の
結
末
に
お
い
て
、
犯
行
が
明
智
に
暴
露
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
「
何
の
感
情
も
起
ら
」
ず
、
ひ
た
す
ら
死
刑
に
さ
れ

る
時
の
気
持
を
「
ボ
ン
ヤ
リ
と
考
へ
込
」
む
と
い
う
郷
田
の
反
応
か
ら
、
煙
草
嫌
い
と
い
う
現
象
の
根
底
に
あ
っ
た
罪
意
識
の
よ
う
な
感

情
は
、
結
果
的
に
彼
自
身
に
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
確
認
で
き
よ
う
。
そ
の
た
め
、
彼
は
自
分
の
犯
し
た
罪

に
対
し
て
懺
悔
の
意
を
示
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
改
心
し
よ
う
と
も
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
意
識
下
に
あ
っ
た
感
情
が
彼
の
中
で
解
消

さ
れ
な
い
ま
ま
、
作
品
は
幕
を
閉
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
に
お
け
る
郷
田
の
深
層
心
理
へ
の
追
求
は
、

結
果
と
し
て
語
り
手
の
意
識
の
次
元
に
留
ま
っ
て
し
ま
い
、
郷
田
の
自
己
認
識
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
乱

歩
に
お
け
る
人
間
の
深
層
心
理
へ
の
更
な
る
追
求
は
、
ま
だ
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
以
降
の
作
品
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

江
戸
川
乱
歩
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
論

二
五
二



こ
と
も
言
え
よ
う
。

註
⑴

江
戸
川
乱
歩
「
あ
と
が
き
」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
６

黄
金
仮
面
・
何
者
』
桃
源
社

昭
和
三
十
七
年
二
月

二
七
九
頁

⑵

初
出
に
お
い
て
、
主
人
公
の
名
は
「
郷
田
三
良
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
の
版
で
は
ほ
と
ん
ど
「
郷
田
三
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本

稿
は
初
出
の
引
用
以
外
、
主
人
公
の
名
に
「
郷
田
三
郎
」
を
用
い
る
。

⑶

春
田
能
為
（
甲
賀
三
郎
）「
乱
歩
氏
の
創
作
集
」「
新
青
年
」
大
正
十
四
年
九
月
号

博
文
館

大
正
十
四
年
九
月

一
三
九
頁

⑷

平
林
初
之
輔
「
探
偵
小
説
壇
の
諸
傾
向
」「
新
青
年
」
大
正
十
五
年
新
春
増
刊
号

博
文
館

大
正
十
五
年
二
月

四
七
頁

⑸

松
山
巌
「
高
等
遊
民
の
恐
怖
」『
乱
歩
と
東
京

1920

都
市
の
貌
』PA

R
C

O

出
版
局

昭
和
五
十
九
年
十
二
月

四
六
頁

⑹

武
田
信
明
「『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
論
│
│
「
遊
民
」
の
ま
な
ざ
し
」「
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
三
十
六
巻
第
三
号

学
燈
社

平

成
三
年
三
月

五
六
〜
五
八
頁

⑺

笠
井
潔
「
密
室
と
い
う
外
部
装
置
」『
物
語
の
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
』
筑
摩
書
房

昭
和
六
十
三
年
五
月

一
三
〇
頁

⑻

内
田
隆
三
「
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
不
安
」『
探
偵
小
説
の
社
会
学
』
岩
波
書
店

平
成
十
三
年
一
月

五
四
〜
五
五
頁

⑼

こ
の
史
実
に
関
し
て
は
、
俵
元
昭
「
人
の
大
東
京
」（
東
京
百
年
史
編
集
委
員
会

編
『
東
京
百
年
史

第
四
巻

大
都
市
へ
の
成
長
』
ぎ
ょ

う
せ
い

昭
和
五
四
年
七
月

六
一
頁
）
に
参
照
さ
れ
た
い
。

⑽

町
田
祐
一
「「
高
等
遊
民
」
問
題
の
発
生
」『
近
代
日
本
と
「
高
等
遊
民
」
│
社
会
問
題
化
す
る
知
識
青
年
層
│
』
吉
川
弘
文
館

平
成
二
十
二

年
十
二
月

三
〇
〜
三
一
頁

⑾

野
口
武
彦
「
江
戸
川
乱
歩
へ
の
覗
き
窓
│
│
探
偵
小
説
の
ホ
リ
ツ
ォ
ン
ト
│
│
」「
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
」
第
四
九
巻
第
一
五
号

至
文
堂

昭
和
五
十
九
年
十
二
月

八
〇
頁

⑿

渡
辺
和
靖
「
方
法
論
的
考
察
│
│
大
正
・
昭
和
思
想
史
の
方
法
と
課
題
」『
自
立
と
共
同

大
正
・
昭
和
の
思
想
の
流
れ
』
ぺ
り
か
ん
社

昭

和
六
十
二
年
十
一
月

二
五
頁

⒀

松
山
巌
「
探
偵
の
目
」『
乱
歩
と
東
京

1920

都
市
の
貌
』PA

R
C

O

出
版
局

昭
和
五
十
九
年
十
二
月

一
三
頁

⒁

⑷
に
同
じ
、
五
三
頁

⒂

坪
内
逍
遥
訳
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
早
稲
田
大
学
出
版
部

大
正
三
年
六
月

四
八
頁

江
戸
川
乱
歩
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
論

二
五
三



⒃

江
戸
川
乱
歩
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』「
新
青
年
」
大
正
十
四
年
新
春
増
刊
号

博
文
館

大
正
十
四
年
一
月

一
六
頁

⒄

江
戸
川
乱
歩
『
心
理
試
験
』「
新
青
年
」
大
正
十
四
年
二
月
号

博
文
館

大
正
十
四
年
二
月

二
七
頁

※
本
文
は
す
べ
て
初
出
（「
新
青
年
」
大
正
十
四
年
夏
期
増
刊
号
）
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
す
べ
て
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
新
字
に

改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

（
ぼ
く

げ
ん
こ
う
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
課
程
）

江
戸
川
乱
歩
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
論

二
五
四


