
江
戸
川
乱
歩
を
r
探
偵
小
説
家」
と
し
て
で
は
な
く、
昭
和
文
学
史
中
の

．
一
人
と
し
て
見
る
動
き
は一
九
七
0
年
代
以
降
強
く
な
っ
て
き
た。
特
に一

九
八
四
年
に
出
さ
れ
た
松
山
巌
氏
の
『
乱
歩
と
東
京

�
1
9
2
0

都
市

【
注
1
】

の
貌』

は、
槻
束
大
庭
災
の
あ
と
急
速
に
都
市
化
す
る
東
京
を
背
景
に、

通
俗
長
編
や
少
年
も
の
を
含
め
た
乱
歩
の
作
品
全
般
を
読
ん
で
い
っ
た
労
作

で
あ
り、
そ
れ
ま
で
異
端
と
さ
れ
て
き
た
江
戸
川
乱
歩
の
位
慨
づ
け
に
大
き

な
貢
献
を
果
た
し
た。

九
十
年
代
に
な
る
と、

特
に
九
四
年
が
生
誕
百
年
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ

．
て、
研
究
は
よ
り一
層
盛
ん
に
な
り
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
わ
れ
た。
ニ

十一
世
紀
と
な
っ
た
今、
今
度
は
そ
こ
か
ら
乱
歩
と
い
う
作
家
が
文
学
史
上

の
何
で
あ
っ
た
か
を
問
う
段
階
に
き
て
い
る
だ
ろ
う。

私
は、
江
戸
川
乱
歩
の
四
十
年
に
渡
る
活
動
全
般
を
賃
＜
哲
学
の一
っ
と

し
て、
生
身
の
〈
現
実〉
と
い
う
も
の
と、
そ
れ
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て

一
、
「
言
葉」
と
い
う
も
の

江
戸
川
乱
歩
『
二
銭
銅
貨』

|
「
言
葉」

と
「
現
実」

の
〈
言
葉〉
の
世
界、
と
い
う
も
の
を
提
示
し
た
い。
乱
歩
は
言
葉
と
い
う

も
の
を^

単
純
に
現
実
を
そ
の
ま
ま
写
す
だ
け
の
透
明
な
も
の
で
は
な
く、

実
在
し
な
い
虚
構
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
存
在
と
し
て
意
識
し
て
い
た。

そ
の
例
の
一
っ
と
し
て、
「
幻
影
の
城
主」
（〈
東
京
日
日
新
聞〉
昭
和
十

年
十
二
月
三
•
四
日）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
一
節
を
取
り
上
げ
る。

〔
私
の
精
彩
あ
る
夢
の
国
へ
の
旅
行
は、
文
字
の
船
に
乗
っ
て
で
あ
っ

た。
そ
れ
ゆ
え
文
字
そ
の
も
の
が、
私
に
は
彼
方
の
世
界
に
属
す
る
神

秘
で
あ
っ
た。
文
字
か
ら
ひ
い
て
は
活
字
と
い、

？も
の
が、
あ
の
真
四

角
な
無
愛
想
な
鉛
と
何
や
ら
の
合
金
が、
何
か
し
ら
地
上
の
物
体
と
は

違
っ
た
も
の
に
感
じ
ら
れ
た。
活
字
こ
そ
私
の
夢
の
国
へ
の
資
い
懸
検

で
あ
っ
た。
そ
の
活
字
の
「
非
現
実
性」
を
私
は
溺
愛
し
た
〕

こ
こ
で
は
日
常
に
対
す
る
も
の
と
し
て
言
葉
で
作
ら
れ
た
世
界「
夢
の
国」

が
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る。
ま
た、
「
活
字」
へ
の
愛
浩
と
い
う
形
で

見
ら
れ
る
よ
う
に、
そ
の
幻
影
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
r
言
薬」
そ
の

も
の
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る。

乱
歩
が
言
葉
そ
の
も
の
へ
強
い
意
識
を
持
っ
た
理
由
と
し
て
は、
彼
が
作

は
ざ
ま

の
間

ー—

山

田

直

樹
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家
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
よ
り
ず
っ
と
以
前
か
ら
雑
誌
の
編
纂
に
拇
わ
っ
て
き

た
こ
と
が
あ
ろ
う。

そ
の
名
も
「
活
字
と
僕
と
」
（〈
現
代〉

昭
和
十
一

年
十

月〉

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
は、

少
年
時
代
か
ら
親
友
と
印
刷
を
始
め、

大
学

卒
業
後、

作
家
に
な
る
ま
で
の
間
も、

烏
羽
造
船
所
で
雑
誌
を
発
行
し
た
り、

r
東
京
バ
ッ
ク」

と
い
う
没
画
雑
誌
を
編
纂
し
た
こ
と
が
話
ら
れ
て
い
る。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
こ
と
だ
け
で
は
な
く、

円
本
文
化
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
大
部
数
の
出
版
や、

新
聞
の
普
及
と
い
っ
た、

文
字
文
化
の

大
衆
化
と
い
う
当
時
の
状
況
も
大
き
く
係
わ
っ
て
い
よ
う。

乱
歩
に
お
け
る

「
言
葉」

と
「
現
実」

と
い
う
問
題
は、

当
時
の
文
学
全
般
に
繋
が
る
問
題

で
も
あ
る。

さ
て、

本
論
は、

そ
の
手
始
め
と
し
て、

大
正
十
二
（
一

九
二
三）

年
四

月
に
雑
誌
〈
新
宵
年〉

に
発
表
さ
れ
た、

江
戸
川
乱
歩
の
デ
ピ
ュ
ー
作
と
な

る、
『
二
銭
銅
貨』

を
取
り
上
げ
た
い
。

こ
こ
で
r
二
銭
銅
貨」

を
取
り
上

げ
る
の
は、

乱
歩
の
小
説
世
界
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く、

小
説

構
造
と
し
て
の
「
酋
菜」

と
「
現
実」

の
モ
デ
ル
を
見
る
に
も
適
し
て
い
る

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る。

『
二
銭
銅
貨」

に
つ
い
て
は
す
で
に、

浜
田
雄
介
氏
が
「
新
間
と
乱
歩
ー

[
it
2)
 

r
二
銭
銅
貨」

か
ら
『
一

寸
法
師」

ま
で」

で、

当
時
の
メ
デ
ィ
ア
と
の

関
係
か
ら
論
じ
て
い
る。

そ
れ
に
よ
る
と
大
正
末
期、

新
聞
は、

〔
教
育
の
普
及
に
対
応
し
て
露
骨
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
影
を

潜
め、

大
正
期
に
は
社
会
部
が
躍
進
し
地
位
を
確
立
す
る。
一

方
日
露

戦
争、

策
一

次
大
戦
を
通
し
て
日
本
経
済
は
独
占
資
本
主
義
の
時
代
に

『
二
銭
銅
貨
J

は
＾
私〉

と
松
村
武
が
い
る
r
場
末
の
貧
弱
な
下
駄
屋
の

二
階
の、

た
だ
ひ
と
間
し
か
な
い
六
盛」

と
い
う
世
界
と、
「
紳
士
泥
捧」

の
物
語
と
の、

二
つ
の
空
間
で
成
り
立
っ
て
い
る。

こ
の
二
つ
の
世
界
は
作

品
内
で
同
列
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

語
り
手
の
〈
私〉

が
い
る
「
楊

末
L

の
世
界
が
生
身
の
現
実
で
あ
り
中
心
で
あ
っ
て、
r
紳
士
泥
棒」

の
方

は
「
こ
の
私
の
記
述
は、

実
は
そ
の
新
聞
記
事
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る」

と

あ
る
よ
う
に、

新
聞
と
い
う
「
言
築」

を
通
じ
て
作
ら
れ
た
世
界
の
側
に
い

る
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

作
品
中、

泥
棒
は
あ
く
ま
で
新
聞
記
事
と
い

う
酋
菜
を
介
し
た
形
で
書
か
れ、

直
接
描
写
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

＾
私〉
の
い
る
現
実
と、

紳
士
泥
棒
の
い
る
言
葉
の
世
界
と
が
ど
う
繋
が
っ

て
い
る
か
を
見
て
い
こ
う。

＾
私〉

や
松
村
に
と
っ
て
最
初
は、

新
聞
を
通
じ
て
知
っ
た
泥
棒
は、
「
あ

二
、

突
入
す
る
が、

通
信
網
の
発
達、

阪
売
網
の
拡
充
と
と
も
に
新
聞
の
統

合、

大
企
業
化
も
進
み、

競
争
の
名
の
も
と
に
平
準
化
す
る
こ
と
で、

部
数
が
そ
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
支
え
る
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く〕

と
い
う
状
況
で
あ
り、

社
会
の
中
で
「
活
字」

と
い
う
酋
菜
で
作
ら
れ
た

世
界
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
事
が
分
か
る。

今
回
は
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
r
二
銭
錆

貨』

と
い
う
作
品
を
構
成
す
る
〈
言
葉〉

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
論
じ
て
い

く
こ
と
に
す
る。

二
つ
の
世
界
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の
泥
棒
が
羨
ま
し
い」
と
憧
れ
る
だ
け
の
遠
い
存
在
で
あ
っ
た。
そ
れ
が
松

村
が
二
つ
に
分
か
れ
る
二
銭
錆
貨
か
ら
紙
切
れ
を
見
つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て、

泥
棒
は
r
あ
い
つ」
と
呼
ん
で
恐
れ
つ
つ
も
尊
敬
す
る
ほ
ど
に
身
近
な
存
在

に
な
っ
て
い
く。
し
か
し
最
後
に
は
銅
貨
と
暗
号
は
〈
私〉
の
い
た
ず
ら
と

判
明
す
る
こ
と
で、
ま
た
元
の
貧
し
い
現
実
に
戻
る
の
で
あ
る。

で
は、
松
村
が
＾
私〉
の
い
た
ず
ら
に
嵌
ま
っ
て
と
ん
だ
滑
稽
を
演
じ
て

し
ま
っ
た
原
困
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か。
そ
れ
は
自
分
の
い
る
現
実
と、

新
聞
と
い
う
言
葉
の
世
界
と
の
距
離
の
取
り
方
に
あ
る。
鉗
貨
を
見
つ
け
た

時
に
松
村
は、
そ
れ
と
同
じ
現
実
世
界
に
い
る、
涯
草
屋
の
お
つ
り
と
し
て

．
鉗
貨
を
股
い
た
＾
私〉
の
方
を
ま
ず
疑
う
べ
き
だ
っ
た。
と
こ
ろ
が
彼
は、

同
じ
現
実
世
界
の
次
元
に
い
る
〈
私〉
で
は
な
く、
本
来、
よ
り
遠
い
存
在

で
あ
る
言
葉
の
世
界
に
属
し
て
い
る
紳
士
泥
棒
と
を
あ
っ
さ
り
と
関
連
付
け

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。

さ
ら
に、
銹
貨
と
泥
棒
の
関
係
を
補
強
す
る
た
め
に
用
い
た
の
が、
＾
私〉

か
ら
聞
い
た、
煙
草
屋
の
娘
が
刑
務
所
の
差
入
屋
に
嫁
い
だ
と
い
う
話
で
あ

る。
こ
れ
も
新
聞
同
様、
言
葉
だ
け
の
世
界
で
あ
っ
て、
話
し
た
本
人
で
あ

．．
 る
＾
私〉
は
実
際
は
「
第一
、
そ
の
涯
草
屋
に
娘
が
あ
る
か
ど
う
か
さ
え
怪

し
か
っ
た」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ。

そ
も
そ
も
松
村
が、
二
つ
に
分
か
れ
る
二
銭
鉗
貨
を
泥
棒
の
も
の
だ
と
考

え
た
根
拠
が、

〔
錆
貨
で
作
っ
た
何
か
の
容
器
な
ん
だ。
（
中
略）
こ
れ
を
見
て、
お

れ
は
思
い
当
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ。
お
れ
は
い
つ
か
牢
破
り
の
囚
人

が
用
い
る
と
い
う
鋸
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る。
そ
れ
は
懐
中
時
計

の
ゼ
ン
マ
イ
に
歯
を
つ
け
た、
小
人
烏
の
帯
鋸
み
た
よ
う
な
も
の
を、

二
枚
の
錆
貨
を
擦
り
へ
ら
し
て
作
っ
た
容
器
の
中
へ
入
れ
た
も
の
で、

こ
れ
さ
え
あ
れ
ば、
ど
ん
な
厳
誼
な
牢
屋
の
鉄
の
棒
で
も、
な
ん
な
く

切
り
破
っ
て
脱
牢
す
る
ん
だ
そ
う
だ〕

と
い
う、
い
か
に
も
小
説
じ
み
た、
伝
聞
の
情
報
な
の
で
あ
る。

松
村
は
新
聞
記
事
と
＾
私〉
の
話
と
い
う
言
菜
の
世
界
を
基
に、

「南
無

阿
弥
陀
仏」
の
暗
号
を
解
読
し、
泥
棒
が
玩
具
の
札
と一
緒
に
本
物
の
金
を

限
し
た
と
推
理
す
る。
そ
し
て
そ
れ
を
盗
み
出
す
ま
で
の
顛
末
を
〈
私〉
に

聞
か
せ
る。
し
か
し
現
実
を
伴
わ
な
い
言
葉
の
世
界
か
ら、
生
身
の
現
実
は

生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い。
松
村
に
〈
私〉
は

〔
だ
が、
君
は、

剖輿
と
い
う
も
の
が
そ
れ
ほ
ど

国r戎代吟外
だ
と

信
じ
て
い
る
の
か
い〕

〔
君
の

繋g
は、

蒻
と
し
て
は
実
に
申
し
分
が
な
い
こ
と
を
認
め
る。

け
れ
ど
も
世
の
中
は

心認
よ
り
は
も
っ
と

瑯菊紺
だ
か
ら
ね〕

（
傍
線・
波
線
は
引
用
者
に
よ
る）

と
言
う
よ
う
に、
こ
こ
で、
松
村
の
推
理
は
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク」
な
も
の、

「
想
像」
「
小
説」
に
屈
す
る
も
の
で
あ
っ
て
生
身
の
現
実
で
は
な
い、
と

宜
言
さ
れ
て
い
る。
言
菜
で
作
ら
れ
た
「
現
実」
は
言
葉
に
よ
っ
て

ーー暗

号
を
八
字
ず
つ
飛
ば
し
て
読
む
こ
と
で

ーーも
ろ
く
も
崩
れ
さ
る
こ
と
に
な

る。
今
ま
で
r
現
実」
と
思
っ
て
き
た
こ
と
が
に
わ
か
に
消
え
よ
う
と
す
る

時、
松
村
は、
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さ
て
今
度
は
作
品
世
界
内
を
越
え
て、
r
二
銭
飼
貨」
と
い
う
小
説
を
作

り
上
げ
て
い
る
言
葉
そ
の
も
の
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う。

松
村
の
推
理
を
披
露
す
る
部
分
は
長
大
で
あ
り`

論
理
的
に
た
ど
る
面
白

さ
が
あ
っ
て、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
楽
し
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る。〈
私〉

も
「
小
説
と
し
て
は
実
に
申
し
分
が
な
い」
と
断
営
し
て
い
る。
探
偵
役
の

推
理
を
語
る
部
分
は、
単
に
事
件
の
真
相
を
記
し
た
も
の
で
は
な
く、
小
説

内
で
独
立
し
たー
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る。
こ

れ
は
r
二
銭
銅
貨』
だ
け
で
は
な
く、
乱
歩
の
作
品
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る。

主
な
も
の
だ
け
で
も、
『
二
銭
鉗
貨』
と
同
時
期
に
苦
か
れ
た
r一
枚
の

切
符』
（〈
新
青
年〉
大
正
十
二
年
七
月）
で
は、
新
聞
へ
の
投
聾
と
い
う
形

で
推
理
が
披
露
さ
れ
て
い
る
し、
代
表
作
と
さ
れ
る

f陰

獣』
（〈
新
背
年〉

昭
和
三
年
八
月
増
刊
i
十
月）
で
は
検
事
に
提
出
す
る
文
曾
と
し
て
書
か
れ

、
「
小
説」

と
い
う
言
葉
の
世
界

〔
だ
が、
こ
の
事
実
を
ど
う
す
る。
五
万
円
と
い
う
金
は、
小
説
の
中

か
ら
は
生
ま
れ
な
い
ぞ〕

と、
目
の
前
に
あ
る
「
五
万
円」
と
い
う
現
実
に
し
が
み
つ
い
て
い
る。

し
か
し
そ
れ
は
本
当
は
玩
具
の
紙
幣
で、
彼
が
漏
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う

「
現
実」
の
証
明
で
し
か
な
い。

r
二
銭
銅
貨」
は
新
聞
な
ど
の
言
薬
だ
け
の
世
界
と
生
身
の
現
実
を
混
同

·
し
て
し
ま
っ
た
人
間
の
悲
（
喜）
劇
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

た
も
の
が
そ
の
ま
ま
挿
入
さ
れ
て
い
る。
戦
後
の
『
化
人
幻
戯』
（〈
宝
石〉

昭
和
二
九
年
十一
月
増
刊
l-二
十
年
十
月）
で
も
日
記
の一
部
と
し
て
掛
か

れ
た
推
理
が
三
章
に
も
渡
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る。
r
二
銭
錆
貨」
は
そ
れ

ら
文
杏
と
は
述
っ
て、
対
話
と
い
う
形
の
口
頭
に
よ
る
も
の
だ
が、
作
品
全

体
の
約
三
分
の一
近
く
を
占
め
る
も
の
で
あ
る。

そ
の
松
村
の
話
を
含
む
形
で、
も
う一
人
の
登
場
人
物
〈
私〉
の
語
り
が

『
二
銭
錆
貨』
と
し
て
小
説
全
体
を
構
成
し
て
い
る。
こ
の

〈私〉
と
い
う

百3_

距
り
手
に
よ
る
構
成
は、
明
ら
か
に
ボ
ー
の

r
黄
金
虫』
を
意
識
し
た

も
の
あ
る。

r
黄
金
虫』
で
は、
探
偵
役
で
あ
る
レ
グ
ラ
ン
ト
は
友
人
＾
ぽ
く〉
の
発

酋
が
切
っ
掛
け
で
羊
皮
紙
の
暗
号
を
発
見
す
る。
前
半
で
は
＾
ぽ
く〉
の
視

点
か
ら
レ
グ
ラ
ン
ト
の
行
動
が
狂
っ
た
も
の
と
し
て
甜
ら
れ、
そ
れ
は
海
賊

の
財
宝
の
発
見
と
い
う
結
果
に
結
ぴ
つ
く。
後
半
で
は一
転
し
て、
今
度
は

レ
グ
ラ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
暗
号
解
読
の
過
程
が
語
ら
れ、
〈
ほ
く〉
が
怪

し
ん
で
い
た
行
動
は
全
て
宝
探
し
と
い、
2意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る。

r
二
銭
銅
貨」
で
も
同
様、
「
中」
の
章
で
＾
私〉
が
屈
い
た
二
銭
銅
貨

が
元
で、
松
村
が
奇
妙
な
行
動
を
取
り
始
め
た
こ
と
が、
＾
私〉
に
よ
っ
て

語
ら
れ
る。
松
村
が
大
金
を
持
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
で「
中」
章
は
終
わ
り、r
下」

章
で
は
松
村
に
よ
っ
て
探
偵
談
が
語
ら
れ
る。

た
だ
r
黄
金
虫」
で
は
宝
探
し
の
場
面
が、
木
に
打
ち
つ
け
た
憫
膜
の
眼

の
穴
か
ら
糸
で
縛
っ
た
虫
を
垂
ら
す
な
ど、
怪
奇・
幻
想
的
な
雰
囲
気
で
あ
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る
の
に
対
し、
r
二
銭
銅
貨』
の
方
は
松
村
の
奇
行
が
冬
物
を
質
屋
に
入
れ

て
得
た
金
で
按
庶
を
扉
う
な
ど
と、
い
か
に
も
貧
乏
な
若
者
ら
し
く、
日
常

【注，
l

性
が
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

r
二
銭
銅
貨』
中
に
は、

〔
さ
て、
こ
い
つ
を
解
く
方
法
だ
が、
こ
れ
が
英
語
か
フ
ラ
ン
ス
語
な

ら、
ボ
ー
の
Gold
bug
に
あ
る
よ
う
に
e
を
探
し
さ
え
す
れ
ば
訳

は
な
い
ん
だ
が〕

と
r
黄
金
虫』
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
お
り、
ボ
ー
を
下
敷
き
に
し
た
の

は
意
識
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。

．

こ
れ
が、
松
村
が一
通
り
推
理
を
語
る
と
こ
ろ
で
終
わ
れ
ば
『
黄
金
虫』

と
全
く
同
じ
で
あ
る。
し
か
し
そ
の
後、
そ
れ
ま
で
記
録
役
に
徹
し
て
き
た

＾
私〉
が
突
如、
笑
い
だ
し、
そ
の
暗
号
を
作
っ
た
の
は
自
分
で
あ
る
こ
と

を
明
か
す
の
で
あ
る。

〔
だ
が、
君
は、
現
実
と
い
う
も
の
が
そ
れ
ほ
ど
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
だ
と

信
じ
て
い
る
の
か
い〕

〔
君
の
想
像
は、
小
説
と
し
て
は
実
に
申
し
分
が
な
い
こ
と
を
認
め
る。

．

け
れ
ど
も
世
の
中
は
小
説
よ
り
は
も
っ
と
現
実
的
だ
か
ら
ね〕

こ
れ
に
よ
っ
て
松
村
の
苦
心
談
か
ら
は
「
泥
棒
が
盗
ん
だ
金
を
玩
具
と一

緒
に
随
し、
そ
の
こ
と
を
暗
号
に
書
い
て
相
棒
に
送
っ
た
L

と
い
う
現
実
味

が
無
く
な
り、
空
想
を
言
葉
で
表
現
し
た
「
小
説」
と
な
る。
し
か
し
こ
こ

で
は
同
時
に、
＾
私〉
の
そ
れ
ま
で
語
っ
て
き
た
言
葉
も
ま
た、
実
際
の
出

来
事
と
は
か
け
離
れ
て
い
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る。
今
ま
で
＾
私〉
は
知
っ

て
い
る
こ
と
は
全
て
こ
こ
に
記
し
て
い
た、
と
信
じ
て
い
た
読
者
は
欺
か
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る。

暗
号
を
手
に
し
た
松
村
の
様
子
を
眺
め
て
い
る
時
の
心
境
を
＾
私〉
は、

〔
私
は
だ
ま
っ
て、
一
種
の
興
味
を
持
っ
て、
そ
れ
を
眺
め
て
い
た〕

〔
読
者
に
は
ま
だ
明
か
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
の、
深
い
興
味
を
持
っ
て

い
た〕

と
記
し
て
い
る。
こ
こ
で
の
「
典
味」
と
い
う
言
業
の
意
味
は
微
妙
な
も

の
で
あ
る。
初
め
て
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
読
者
の
多
く
は、
こ
の
語
の
意
味

を
松
村
の
行
動
へ
の
不
稲
と
解
釈
す
る
だ
ろ
う。
し
か
し
最
後
ま
で
読
む
と、

松
村
が
自
分
の
作
っ
た
罠
に
嵌
ま
っ
て
く
れ
た
と
ほ
く
そ
笑
ん
で
い
る
こ
と

を
言
っ
て
い
る
の
だ、
と
読
者
は
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
＾
私〉
と
い
う
語
り
手
の
ト
リ
ッ
ク
を、
そ
れ
ま
で
の
探
偵
小
説
の

E

注5
〗

構
造
か
ら
論
じ
た
の
が
笠
井
潔
氏
で
あ
る
。
笠
井
氏
は
初
期
的
な
探
偵
小

説
に
お
い
て
は、
犯
人
を
最
後
ま
で
伏
せ
る
た
め
に
犯
人
の
内
面
に
は
触
れ

る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と、
ま
た、
そ
の
制
約
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
犯
人

の
側
か
ら
事
件
を
描
く
倒
叙
法
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
上
で、
r
二
銭

銹
貨」
の
＾
私〉
の
ト
リ
ッ
ク
を
こ
う
位
面
づ
け
る。

〔
そ
れ
は、
い
わ
ば、
近
代
小
説
に
お
け
る
「
語
り」
の
構
造
を
逆
手

に
と
っ
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る、
き
わ
め
て
奇
妙
な
ト
リ
ッ
ク
な
の
で

あ
る。
（
中
略）

犯
人
の
内
面
を
描
か
な
い
伝
統
的
な
手
法
で
あ
れ、
そ
の
対
極
に
開

発
さ
れ
た
倒
叙
法
で
あ
れ、
両
者
は
と
も
に
「
語
る」
こ
と
に
つ
い
て、
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共
通
の
了
解
の
地
平
に
あ
る
も
の
と
い
い
う
る。

師
単
に
い
え
ば
そ
れ

は、
「
語
り」
に
と
っ
て
の
内
面
の
透
過
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。

「
語
り」

は、

そ
の
対
象
で
あ
る
内
面
を、

隈
な
く
知
っ
て
お
り、

原

理
的
に
は
そ
の
す
べ
て
を
r
語
る」

こ
と
が
で
き
る
し、
「
語
ら」

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
実
的
に
す
ぺ
て
を
「
語
る
」

こ
と
が
困
難
で
あ

る
な
ら
ば、

少
な
く
と
も
そ
の
客
観
的
に
妥
当
な
要
約
を
「
語
ら」

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犯
罪
者、

と
り
わ
け
追
わ
れ
る
立
楊
に
あ
る
犯
罪

者
に
と
っ
て、

自
分
の
犯
罪
と
そ
の
結
果
ほ
ど
の
誼
大
事
は
他
に
存
在

し
な
い
の
で
あ
れ
ば、

犯
人
の
内
面
を
描
い
て
そ
の
犯
罪
に
つ
い
て
触

れ
な
い
と
い
う
の
は、
「
語
り」

に
と
っ
て
の
内
面
の
通
過
性
と
い
う

原
理
か
ら
の
端
的
な
逸
脱
と
な
る〕

笠
井
氏
の
言
う
r
内
面
の
透
過
性」

と
は、

語
り
手
は
知
り
得
る
事
実
は

全
て
読
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い、

と
い
う
こ
と
で
あ
る。

す
な
わ

ち、

語
り
手
の
認
識
し
て
い
る
現
実
と、

読
者
が
言
葉
を
通
し
て
想
定
し
て

い
る
世
界
が
l

致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
も、

説
明
で
き
よ
う。

た
だ
し

当
の
読
者
は
言
葉
は
意
識
も
し
な
い
言
わ
ば
透
明
な
存
在
で
あ
っ
て、

自
分

が
把
掘
し
て
い
る
世
界
は
語
り
手
の
い
る
世
界
そ
の
も
の
だ
と
認
識
し
て
い

る。

名
前
の
な
い
語
り
手
〈
私〉

は
最
初
は
読
者
の
目
の
代
わ
り
と
し
て
事

実
を
伝
え
る
だ
け
の
存
在
で
あ
っ
た。

そ
れ
が
突
如、

笑
い
だ
し
意
思
を
示

す
こ
と
に
よ
っ
て、
r
二
銭
銅
貨』

を
作
る
言
葉
と
い
う
も
の
が
現
実
に
付

随
せ
ず
独
立
し
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る。

な
お、

笠
井
氏
は
r
二
銭
銀
貨』

を
従
来
型
の
探
偵
小
説
に
対
す
る
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
が、
『
二
銭
鉗
貨』

が
大
正
時
代
の
日
本
で
発
表

さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば、

乱
歩
が
対
抗
し
よ
う
と
し
た
「
近
代
小
説
の

構
造」

を
内
包
し
た
小
説
の
典
型
と
は、

自
然
主
義
と
そ
こ
か
ら
発
生
し
た

私
小
説
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う。

そ
し
て
＾
私〉

の
犯
人
で
あ
る
と
い
う
発
言
に
よ
っ
て、
〈
私〉

の
語
り

の
下
敷
き
で
あ
る
ポ
ー
の
r
黄
金
虫」

も、

現
実
か
ら
言
葉
の
世
界
と
し
て

引
き
戻
さ
れ
る。

松
村
が
大
金
を
手
に
し
た
時、

八
十
年
前
の
ア
メ
リ
カ
の

小
説
の
幻
想
的
な
世
界
が、

大
正
時
代
の
日
本
の
「
場
末
の
貧
弱
な
下
駄
屋

の
二
階」

と
い
う
余
り
に
日
常
的
な
と
こ
ろ
で
完
成
し
よ
う
と
し
て
い
た。

そ
れ
が
〈
私〉

の
い
た
ず
ら
と
判
明
す
る
こ
と
で、

元
の、

言
葉
で
作
ら
れ

た
「
小
説」

世
界
に
引
き
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る。

〈
私〉

は
一

通
り
事
件
の
顛
末
を
語
っ
た
あ
と
も、

〔
最
後
に
あ
の
ト
リ
ッ
ク
の
出
発
点
と
な
っ
た
二
銭
銅
貨
に
つ
い
て
は、

私
は
こ
こ
に
詳
し
い
説
明
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
残
念
に
思
う。

若
し、

私
が
へ
ま
な
こ
と
を
密
い
て
は、

後
日、

あ
の
品
を
私
に
く
れ

た
或
る
人
が、
と
ん
だ
迷
惑
を
こ
う
む
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る〕

と、

ま
だ
何
か
あ
る
よ
う
な
言
い
方
を
し、

知
っ
て
い
る
こ
と
を
全
て
は

読
者
に
語
っ
て
い
な
い
。
〈
私〉

が
語
る
言
莱
は、

最
後
ま
で
＾
私〉

と
い

百
6}

う
人
間
が
い
る
側
の
現
実
を
全
て
写
す
こ
と
は
な
く、

小
説
は
終
わ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
二
銭
銅
貨」

と
い
う
小
説
は、

作
品
内
に
存
在
す
る
テ
ク

ス
ト
が
現
実
性
を
失
う
上
に、

そ
れ
を
記
し
た
酋
薬
が
決
し
て
現
実
に
付
随

し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る、
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
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四、

テ
ク
ス
ト
を
含
む
テ
ク
ス
ト

江
戸
川
乱
歩
の
小
説
に
は、
探
偵
が
論
理
的
に
推
理
す
る
本
格
的
な
探
偵

小
説
以
外
で
も、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
小
説

が
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る。
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
最
後
に、

あ
る
事
件
が
発
生
し
た
り
別
の
テ
ク
ス
ト
が
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
そ

の
内
容
の
現
実
性
が
覆
さ
れ
る、
と
い
う
梢
成
に
な
っ
て
い
る。
例
え
ば
r
人

間
椅
子」
（〈
苦
楽〉
大
正
十
四
年
九
月）
で
は、
椅
子
の
中
に
入
り
込
ん
だ

椅
子
職
人
の
手
記
が
登
場
す
る。
そ
の
手
記
を
読
ん
で
い
る
女
流
作
家
は、

•
自
分
の
坐
っ
て
い
る
椅
子
の
中
に
そ
の
職
人
が
い
る
と
思
い
こ
む。
し
か
し

手
記
は
後
で
数
行
の
追
伸
の
手
紙
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で、
「
小
説」
と
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る。

登
場
人
物
の
手
に
よ
る
作
品
で
構
成
さ
れ、
し
か
も
そ
の
作
品
が
実
際
の

出
来
事
と
擦
れ
て
い
る、
と
い
う
構
造
は、
乱
歩
以
前
に
も
芥
川
龍
之
介
の

【注7L

『
藪
の
中』
力
あ
る。
『
藪
の
中』
は
登
場
人
物
の
証
言
だ
け
で
構
成
さ
れ

て
お
り、
そ
の
大
半
が
殺
人
事
件
の
当
事
者
の
も
の
で
あ
る。
当
事
者
そ
れ

ぞ
れ
の
証
言
を
単
独
で
見
る
と一
通
り
筋
が
通
っ
て
い
る
が、
他
の
と
並
ペ

る
と
矛
盾
し
あ
い、
読
者
は
各
証
言
の
背
後
に
別
の
真
相
の
存
在
を
意
識
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る。

ま
た
谷
崎
潤一
郎
の
作
品
で
も
登
場
人
物
の
話
や
記
録
で
構
成
さ
れ
た
作

【注8
】

品
が
多
く
見
ら
れ、
例
え
ば
r
途
上
L

は
二
人
の
人
物
の
対
話
を
中
心
に

進
め
ら
れ
て
い
る。
ま
た、
こ
れ
は
戦
後
に
な
る
が、
r
鍵』
（〈
中
央
公
論〉

昭
和＝
二
年一
月、
五
月
i
十
二
月）
は
夫
婦
の
日
記
が
交
互
に
掲
載
さ
れ、

お
互
い
に
日
記
を
読
ん
で
は
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が、
あ
と
で
実
際
は
読

ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
す
る。

こ
う
し
た
構
造
の
小
説
で
さ
ら
に
大
が
か
り
な
も
の
と
し
て
は
夢
野
久
作

の
r
ド
ク
ラ・
マ
グ
ラ』
（
昭
和
十
年
／
甚
き
下
ろ
し）
が
あ
り、
こ
れ
は

柾
木
栂
士
の
「
造
徘」
な
る
も
の
を
中
心
と
し
て
複
数
の
テ
ク
ス
ト
が
複
雑

に
絡
み
合
っ
て
い
る。

そ
し
て
も
う一
っ
指
摘
し
た
い
の
が、
小
説
内
の
作
品
は
登
場
人
物
の一

人
称
で
語
ら
れ
る
が、
そ
れ
が
現
実
の
忠
実
な
再
現
で
は
な
い
と
し
て
崩
さ

れ
る
と
い
う
構
成
は、
作
家
が
認
識
し
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
小
説
化
し
た
私

小
説
を
r
リ
ア
リ
ズ
ム」
と
す
る
見
方
へ
の
批
判
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る。
r
陰
獣』
は
探
偵
作
家
の
恋
愛
体
験
の
手
記
と
い
う
「
私
小
説」
的

な
構
成
を
取
っ
て
い
る
が、
最
終
的
に
そ
の
作
家
は
推
理
す
る
こ
と
自
体
を

拒
否
し
て
し
ま
っ
て
い
る。

r
二
銭
銅
貨」
は
作
家・
江
戸
川
乱
歩
の
登
場
を
告
げ
る
作
品
で
あ
っ
た

が、
同
時
に、
小
説
が
言
葉
で
構
築
さ
れ
た
「
小
説」
と
し
て
意
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
始
ま
り
の
―
つ
で
も
あ
っ
た。
『
二
銭
銅
貨』
以
降、

乱
歩
が
ど
の
よ
う
に
「
言
葉」
と
「
現
実」
に
取
り
組
ん
だ
か
は、
今
後、

考
察
を
統
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る。
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注l.

P
A
R
C
O
出
版
局
よ
り
刊
行。
そ
の
後、
加
筆
訂
正
さ
れ
て一
九
九
四
年

よ
り
＾
ち
く
ま
学
芸
文
扉〉
に
収
録
さ
れ
る。

2.
〈
解
釈
と
鋭
貨〉
一
九
九
四
年
十
二
月。

3．
原
題
＾
T
h
e

G
o
l
d

B
u
g〉

一
八
四
三
年
発
表。

な
お、
登
場
人
物
名
の
日
本
語
表
記
は
『
ボ
オ
小
説
全
集
第
四
巻」
（
創
元

推
理
文
庫
／一
九
七
四
年）
所
収
の
丸
谷
オー
・
訳
の
も
の
に
従
っ
た。

4.
 r
二
銭
銅
貨』
と
r
黄
金
虫』
の
関
係
は、
長
沢
隆
子
「
ポ
ー
と
乱
歩
ー
乱

歩
作
「
二
銭
錆
貨」
に
つ
い
て
ー
（〈
四
国
大
学
紀
要〉
／一
九
九
五
年
）

に
詳
し
い。
ま
た、
乱
歩
作
品
全
般
で
の
ポ
ー
の
影
響
に
つ
い
て
は、
堀
江

珠
喜
「
E.
A
ポ
ー
と
江
戸
川
乱
歩」
（〈
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集〉
＝
H

／一
九
九一
年）
に
詳
し
い。

5.
 r
物
語
と
内
面
ー
初
期
乱
歩
に
つ
い
て」
（〈
早
稲
田
文
学〉
／一
九
八
六
年

十
月）。

6．
笠
井
潔
氏
は、
こ
の
結
末
に
つ
い
て、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
5
の

文
献）。

．

〔
松
山
駐
は
『
乱
歩
と
束
京』
で
「
二
銭
鉗
貨」
の
主
人
公
に
触
れ
て、
「
こ

の
r
私』
な
る
人
物
は、
自
分
の
喜
ぴ
の
た
め
に
友
人
を
た
た
き
の
め
し

た
だ
け
に、
ど
こ
か
う
さ
ん
臭
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る」
と
述
ぺ
て
い

る。
（
中
略）
ほ
ん
と
う
は、
私
は
私
の
真
実
を
r
語
る」
と
い
う、
r
語

り」
と
内
面
と
の
近
代
的
な
関
係
了
解
を
逸
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ

ろ
に、
こ
の
人
物
の
本
質
的
な
「
う
さ
ん
臭
さ」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
ペ

き
だ
ろ
う〕

7．
大
正
十一
年一
月
〈
新
滞〉
に
発
表。
乱
歩
は
こ
の
年
の
秋
に
r一
枚
の
切

符」
『
二
銭
鉗
貨」
の
顛
で
二
作
を
世
き
上
げ
て
い
る。

昭
和
四
（一
九
二
九）
年
の
改
造
社
r

日
本

探偵
小
説
全
集』
第
二
十
巻
で

は、
芥
川
龍
之
介
の
作
品
が
佐
藤
春
夫
と
共
に一
巻
股
け
ら
れ
て
い
る。
『
藪

の
中」
は
昭
和
三
五
(-
九
六
0)
年
の
束
都
柑
房
r
日
本
推
理
小
説
大
系』

第一
巻
に、
江
戸
川
乱
歩
の
解
説
付
き
で
収
録
さ
れ
て
い
る
他、
創
元
推
理

文
血
の
『
日
本
探
偵
小
説
全
集
第
十一
巻・
名
作
集
ご
(-
九
九
六
年）

に
も
収
め
ら
れ
て
い
る。

8．
大
正
九
年一
月
〈
中
央
公
論〉。
乱
歩
は
r
D
坂
の
殺
人
事
件』
（〈
新
粁
年〉

大
正
十
四
年一
月
増
刊）
で、
登
場
人
物
の
会
話
の
中
で、
本
作
に
つ
い
て

触
れ
て
い
る。

『
二
銭
銅
貨』
の
本
文
引
用
は
r
日
本
探
偵
小
説
全
集
第
二
巻•
江
戸
川
乱
歩

集』
（
創
元
推
理
文
庫
／一
九
八
四
年）、
そ
の
他
は
『
江
戸
川
乱
歩
拙
理
文
庫』

全
六
五
巻
（
講
談
社
／一
九
八
七
ー
八
九
年）
に
よ
っ
た。

（
や
ま
だ

な
お
き

岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）
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