
空
虚
な
遁
走
と
果
敢
な
発
足

─
─
梅
崎
春
生
「
蜆
」
論

富
　永
　彩
　香

〈
要
旨
〉

梅
崎
春
生
は
、
敗
戦
後
日
本
の
市
井
生
活
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
と
し
て
小
説

「
蜆
」（『
文
学
会
議
』
一
九
四
七
年
十
二
月
）
を
発
表
し
た
。

「
蜆
」
は
主
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
容
認
や
肯
定
と
い
っ
た
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
一
方
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
の
が
、お
っ
さ
ん
の
死
や
外
套
の
釦
、〈
男
〉

の
失
職
、
追
剝
な
ど
、「
弾
く
」「
弾
か
れ
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
以
上
の
モ
チ
ー
フ
の
分
析
を
中
心
に
、
作
品
の
舞
台
が
敗
戦
後
日
本
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
個
人
」
の
意
識
に
着
目
し
て
物
語
を
読
み
込
ん
だ
。

結
論
と
し
て
、〈
男
〉
が
外
套
を
着
用
す
る
こ
と
は
、
彼
の
輪
郭
を
「
善
人
」

と
し
て
彫
り
込
み
、
そ
の
一
方
で
〈
僕
〉
の
不
鮮
明
な
人
物
描
写
は
、「
酔
い
」

の
映
し
出
す
景
色
に
停
滞
し
、
滲
ん
で
い
く
彼
の
曖
昧
な
輪
郭
を
示
し
て
い
た
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
は
じ
め
に

二
、「
蜆
」
の
語
り
の
構
造
─
退
屈
か
ら
の
脱
出

三
、
弾
き
、
弾
か
れ
て
生
き
る
こ
と

四
、
外
套
が
被
せ
る
も
の

五
、〈
僕
〉
の
「
酔
い
」

六
、
結
論

Empty Fugue and Bold Inauguration Haruo Umezaki's "Shijimi" Theory
TOMINAGA Ayaka

Summary
Haruo Umezaki published his novel "Shijimi" (Bungaku Kaigi, December 1947) as a work focusing on 
the life of a common man in post-defeat Japan.
" Shijimi" has been discussed mainly from the perspective of acceptance or affirmation of egoism. On the 
other hand, what has been overlooked are the motifs of "pushing away" and "being pushed away ," which 
can be seen in examples such as the death of the old man, ripping the cloak button, the loss of the "man's" 
job, and robbing the cloak. This paper, focuses on these motifs and analyzes the consciousness of the 
"individual" in light of the fact that the work is set in post-defeat Japan.
In conclusion, the cloak that the "man" wears enables him to have a definite character  as a "good man," 
while “I” cannot define his character as he tries to blur his consciousness and makes it inactive by 
drowning himself in alcohol. 
The structure of this paper is as follows.
1. Introduction
2. The structure of " Shijimi's" narrative: Escape from boredom
3. Playing and being played to live
4. What the cloak covers
5. "Drunkenness" of "I”
6. Conclusion
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一
、
は
じ
め
に

「
桜
島
」（『
素
直
』
一
九
四
六
年
九
月
）
を
発
表
し
た
こ
と
で
「
戦
後
派
」
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
梅
崎
春
生
は
、
翌
一
九
四
七
年
に
「
自
分
が
い
ま
生
活
し

て
い
る
日
常
的
世
界
」
一
を
、
小
説
「
蜆
」（『
文
学
会
議
』
一
九
四
七
年
十
二
月
）

に
描
き
出
し
た
。
一
度
は
〈
僕
〉
に
外
套
を
譲
っ
た
〈
男
〉
が
ふ
た
た
び
外
套
を

取
り
返
す
と
、
し
ば
ら
く
経
っ
て
再
会
し
た
〈
僕
〉
に
一
連
の
出
来
事
を
話
し
聞

か
せ
る
。〈
男
〉
の
物
語
が
囲
い
込
ま
れ
た
〈
僕
〉
の
回
想
が
「
蜆
」
と
い
う
小

説
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
概
要
を
た
ど
っ
て
お
き
た
い
。

「
偽
者
ば
か
り
」
の
世
の
中
で
、「
酔
い
だ
け
は
偽
り
な
い
」
と
酒
を
飲
む
〈
僕
〉

は
、「
人
か
ら
貰
う
側
よ
り
や
る
方
に
な
り
た
い
」〈
男
〉
か
ら
外
套
を
譲
り
受
け

る
。
し
か
し
後
日
、
泥
酔
し
て
ベ
ン
チ
に
横
臥
し
て
い
た
〈
僕
〉
は
〈
男
〉
に
外

套
を
剥
ぎ
取
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
数
日
後
に
再
会
し
た
〈
男
〉
は
再
就
職
の
相
談

の
た
め
に
友
人
を
訪
ね
た
日
の
一
部
始
終
を
語
り
出
す
。

友
人
に
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
た
こ
と
で
、「
一
層
の
こ
と
闇
屋
に
で
も
な
っ
た

ろ
か
」
と
い
う
思
念
が
〈
男
〉
に
湧
き
あ
が
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
思
念
を
実
行
し

か
ね
な
い
「
兇
暴
」
な
心
の
姿
勢
が
、〈
僕
〉
か
ら
剥
ぎ
取
っ
た
「
外
套
」
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
愕
然
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

〈
男
〉
は
、「
贓
品
」
と
化
し
た
外
套
を
ま
と
っ
て
乗
り
込
ん
だ
満
員
電
車
の
な

か
で
、若
い
女
に
代
わ
り
、過
剰
な
「
義
侠
心
」
に
よ
っ
て
扉
の
な
い
扉
口
に
立
っ

た
お
っ
さ
ん
と
隣
り
合
う
。
カ
ー
ブ
に
差
し
掛
か
っ
た
反
動
で
〈
男
〉
の
肩
に
身

体
を
突
か
れ
た
お
っ
さ
ん
は
、
疾
走
す
る
電
車
か
ら
転
落
し
て
し
ま
う
。〈
男
〉

は
終
点
で
、
お
っ
さ
ん
が
残
し
た
リ
ュ
ッ
ク
を
担
い
で
帰
宅
し
、
そ
の
な
か
に
詰

め
ら
れ
て
い
た
蜆
を
翌
日
売
り
捌
い
た
の
だ
と
話
す
。

「
闇
屋
」
と
い
う
新
し
い
出
発
を
決
意
し
、
外
套
を
売
り
払
う
と
告
げ
る
〈
男
〉

に
、〈
僕
〉
は
「
も
一
度
だ
け
俺
に
着
せ
て
く
れ
な
い
か
」
と
頼
み
、取
れ
か
か
っ

て
い
た
釦
を
引
き
ち
ぎ
る
。〈
僕
〉
の
手
元
に
残
っ
た
釦
は
下
宿
の
子
ど
も
の
玩

具
と
な
っ
た
が
、
も
は
や
遊
び
飽
き
ら
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

次
に
、「
蜆
」
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
た
い
。
三
浦
和
尚
は
「
蜆
」
の

語
り
手
に
つ
い
て
「
と
り
あ
え
ず
一
人
称
の
「
僕
」
で
語
ら
れ
る
」
が
「
途
中

完
全
に
「
俺
」
に
取
っ
て
代
わ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
形
式
を
「「
俺
」
の
話
を
中

心
と
し
た
「
入
れ
子
型
」
構
造
」
と
し
た
二
。
語
り
ば
か
り
で
な
く
、
渡
部
裕
太

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「「
僕
」
自
体
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の
か
が
作
中
ほ

ぼ
示
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、「
蜆
」
と
い
う
作
品
世
界
か
ら
、
語
り
手
「
僕
」

を
読
み
だ
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
」
三
お
り
、〈
僕
〉
は
「
退
屈
」
な
日
々
を
「
粕

取
焼
酎
」
で
酔
っ
て
過
ご
す
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

語
り
の
複
雑
性
に
加
え
、〈
僕
〉
の
秘
匿
性
は
、「
蜆
」
の
読
み
に
た
や
す
く
「
梅

崎
春
生
の
思
想
の
、
あ
る
い
は
敗
戦
後
日
本
の
思
想
の
象
徴
」
を
持
ち
込
む
こ
と

と
な
っ
た
四
。「
蜆
」
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
を
見
出
し
た
古
閑
章
は
、「
小
説
の

設
定
と
し
て
の
社
会
的
混
乱
や
人
心
の
乱
れ
に
、
現
在
及
び
将
来
の
〝
飢
え
〟
の

一
項
を
付
加
す
る
こ
と
で
、そ
こ
に
主
人
公
の
心
理
の
変
化
〈
悪
〈
エ
ゴ
イ
ズ
ム
〉

の
逡
巡
か
ら
悪
の
肯
定
〉」
を
展
開
し
、「『
羅
生
門
』
的
世
界
」
を
戦
後
社
会
に

焼
き
直
し
た
の
だ
と
読
み
、「
生
き
る
た
め
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
積
極
的
に
容
認
す

る
立
場
か
ら
執
筆
さ
れ
た
」
作
品
と
評
し
た
五
。
戸
塚
麻
子
は
、梅
崎
の
随
筆
「
エ

ゴ
イ
ズ
ム
に
就
て
」か
ら
、「
戦
中
と
は
ま
た
異
な
っ
た
新
た
な
極
限
状
況
の
中
で
、

人
が
餓
死
す
る
こ
と
な
く
生
存
を
保
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
例
外
な
く
他

人
の
犠
牲
の
上
に
成
立
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
意
識
が
「
蜆
」
に
持
ち
込
ま
れ
た
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の
で
は
な
い
か
と
言
及
し
て
い
る
六
。
ま
た
、
高
木
伸
幸
も
「
蜆
」
の
読
み
の
傾

向
に
つ
い
て
「
か
つ
て
「
真
面
目
な
会
社
員
」
で
あ
っ
た
「
男
」
が
、
闇
屋
に
な

る
勇
気
を
得
て
い
く
心
境
の
変
化
の
過
程
」
を
語
る
、
告
白
の
内
容
こ
そ
が
、
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
肯
定
を
強
化
し
て
い
る
と
論
じ
た
七
。
三
浦
は
、「
蜆
」に
お
け
る
人
々

の
姿
を
「
絶
望
、
諦
め
の
転
化
と
し
て
の
明
る
さ
、
軽
さ
」
と
捉
え
た
八
。

以
上
の
指
摘
を
整
理
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
卑
俗
な
市
民
生
活
の
な
か
で
抱
か

れ
る
飢
え
の
予
感
が
、
主
人
公
の
心
理
に
悪
の
肯
定(

＝
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
積
極
的

な
容
認)

を
展
開
さ
せ
る
。
他
人
の
犠
牲
の
う
え
に
自
身
の
生
存
が
保
た
れ
て
い

る
と
い
っ
た
現
実
の
認
識
は
、
戦
後
の
日
本
人
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、〈
男
〉

も
ま
た
「
人
間
の
無
意
識
の
な
か
に
あ
る
悪
意
の
認
定
」
と
「
本
質
的
な
善
意
の

否
定
」
に
辿
り
着
く
九
。

「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
肯
定
」
と
い
っ
た
読
み
の
特
質
は
、〈
男
〉
の
葛
藤
の
描
写
を
削

り
捨
て
て
い
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。〈
男
〉
の
現
実
に
、
自
身
の
生
存
が
他

人
の
犠
牲
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
認
識
が
抱
か
れ
た
の
は
確
か
で
あ
り
、〈
男
〉

の
決
意
の
み
を
掬
い
取
れ
ば
、
彼
が
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
肯
定
」
を
取
っ
た
人
物
で
あ

る
と
い
う
指
摘
は
説
得
性
を
持
つ
。

「
蜆
」
は
主
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
容
認
、
肯
定
と
い
っ
た
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
一
方
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
の
が
、
お
弾
き
や
お
っ
さ
ん
の
死
、
釦
や

失
職
、
追
剝
な
ど
、「
弾
く
」「
弾
か
れ
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
以
上
の

モ
チ
ー
フ
は
、
作
中
で
ひ
そ
や
か
に
、
し
か
し
き
わ
め
て
意
識
的
に
多
用
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
〈
僕
〉
と
〈
男
〉
を
介
す
る
外
套
を
中
心
に
、
停

滞
し
た
現
実
に
直
面
し
た
〈
男
〉
が
「
力
ず
く
で
剥
ぎ
取
」
っ
た
「
贓
品
」
と
し

て
の
外
套
の
感
触
や
そ
の
釦
が
果
た
す
役
割
な
ど
、
物
語
の
細
部
に
ふ
た
た
び
着

目
し
て
分
析
を
お
こ
な
う
。

〈
男
〉
に
つ
い
て
は
、
お
っ
さ
ん
が
突
き
飛
ば
さ
れ
た
際
に
発
生
す
る
「
笑
い
」

を
中
心
と
し
て
、
乗
客
ら
の
笑
い
と
〈
男
〉
の
笑
い
を
比
較
し
、
お
っ
さ
ん
の
死

に
よ
る
〈
男
〉
の
心
境
の
変
化
を
追
っ
て
整
理
す
る
こ
と
で
、
リ
ュ
ッ
ク
を
掠
め

取
っ
た
夜
の
激
し
い
葛
藤
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

〈
僕
〉
に
つ
い
て
も
、
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
酔
い
」
ば
か
り
で
な
く
、
人

物
と
し
て
の
描
写
が
非
常
に
不
鮮
明
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
分
析
の
余
地
は
多
く
残

さ
れ
て
い
る
。「
偽
者
ば
か
り
」
の
世
の
中
を
退
屈
に
思
い
、
外
枠
の
語
り
手
と

し
て
「
蜆
」
の
物
語
を
語
り
直
す
〈
僕
〉
の
人
物
像
が
な
ぜ
秘
め
ら
れ
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
き
た
い
。

弾
き
、
弾
か
れ
な
が
ら
平
然
と
維
持
さ
れ
る
も
の
、「
一
人
が
幸
福
に
な
れ
ば
、

そ
の
量
だ
け
誰
か
が
不
幸
」
に
な
る
「
醜
悪
」
な
地
平
を
、
犠
牲
と
し
て
弾
き
弾

か
れ
て
生
き
延
び
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
、「
蜆
」が「
終
戦
直
後
の
荒
廃
し
た
社
会
」

が
舞
台
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
個
人
」
の
意
識
に
着
目
し
て
物
語
を
読
み
込

む
こ
と
を
目
的
と
し
て
掲
げ
る
。

二
、「
蜆
」
の
語
り
の
構
造
─
退
屈
か
ら
の
脱
出

本
章
で
は
、〈
男
〉
が
〈
僕
〉
に
一
連
の
出
来
事
を
話
し
聞
か
せ
、〈
僕
〉
が
彼

の
話
を
回
想
と
し
て
語
り
直
す
構
造
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

三
浦
は「
蜆
」の「
入
れ
子
型
」構
造
に
つ
い
て「
入
れ
子
の
中
身
で
あ
る「
俺
」

の
物
語
と
、入
れ
子
の
外
枠
で
あ
る
「
僕
」
の
物
語
」
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、「
基

本
的
な
枠
組
み
・
語
り
手
は
あ
く
ま
で
も
「
僕
」」
で
あ
る
と
述
べ
た
一
〇
。

枠
物
語
、「
入
れ
子
型
」
構
造
に
つ
い
て
、
籠
碧
は
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
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イ
ク
作
品
か
ら
「
一
人
称
で
あ
る
外
枠
の
語
り
手
、「
私
」
に
対
し
て
、
枠
内
の

語
り
手
が
、自
分
自
身
の
体
験
談
を
一
人
称
で
語
る
」
と
い
っ
た
特
徴
を
挙
げ
る
。

ま
た
「
奇
妙
な
の
は
、
外
枠
を
取
り
外
し
て
も
話
が
成
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
こ

と
だ
。
つ
ま
り
枠
内
物
語
だ
け
が
独
立
し
、(

中
略)

ほ
と
ん
ど
あ
ら
す
じ
に
影

響
が
な
い
」
た
め
、「
外
枠
と
「
私
」
が
取
り
払
わ
れ
て
、
枠
内
物
語
が
三
人
称

小
説
か
内
的
独
白
の
小
説
と
し
て
独
立
」
し
た
方
が
整
う
の
だ
と
指
摘
す
る
一
一
。

「
蜆
」は
、な
ぜ〈
僕
〉と
い
う「
外
枠
」に
よ
っ
て
語
り
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
渡
部
は
、「
蜆
」
の
「
作
品
全
体
が
「
僕
」
の
回
想
」
で
あ
る

こ
と
か
ら
、「
以
下
が
珈
琲
を
す
す
り
な
が
ら
彼
が
物
語
っ
た
話
で
あ
る
」
と
い

う
前
置
き
は
「
こ
の
後
に
続
く
鉤
括
弧
付
き
の
彼
の
長
い
語
り
を
「
僕
」
が
回
想

と
し
て
再
構
築
」
し
て
お
り
、「「
男
」
の
「
物
語
っ
た
話
」
も
ま
た
「
僕
」
と
い

う
語
り
手
に
よ
る
物
語
の
一
部
で
あ
り
、(

中
略)
「
僕
」
に
よ
る
編
集
を
免
れ

得
な
い
」
と
す
る
一
二
。

〈
男
〉
の
物
語
を
語
り
直
し
＝
「
再
構
築
」
す
る
こ
と
で
、〈
僕
〉
は
語
り
手
と

な
り
、
物
語
は
〈
僕
〉
の
編
集
と
介
入
を
拒
め
な
い
。
し
か
し
、
籠
碧
が
「
入
れ

子
型
」
構
造
に
つ
い
て
「
枠
内
物
語
だ
け
が
独
立
し
、(

中
略)
ほ
と
ん
ど
あ
ら

す
じ
に
影
響
が
な
い
」
一
三
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、〈
男
〉
の
物
語
が
〈
僕
〉
に
よ

る
編
集
を
免
れ
得
な
い
と
し
て
も
、「
蜆
」
は
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
な
い
。〈
僕
〉

の
語
り
直
し
は
、「
蜆
」
を
物
語
と
し
て
再
構
築
し
た
の
で
は
な
く
、
自
身
の
現

状
認
識
に
働
き
か
け
た
の
で
は
な
い
か
。
渡
部
は
、
一
連
の
話
の
あ
と
、
酒
で
な

く
「
冷
え
た
珈
琲
」
で
〈
男
〉
に
乾
杯
を
求
め
る
〈
僕
〉
を
「「
男
」
の
話
と
決

意
を
、「
に
せ
も
の
」
で
は
な
い
」
と
捉
え
た
も
の
と
指
摘
す
る
一
四
。
本
物
で
は

な
い
が
、
偽
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

〈
僕
〉
に
と
っ
て
、「
蜆
」
の
出
来
事
は
「
に
せ
も
の
」
で
な
く
、
さ
ら
に
「
退

屈
し
な
い
」
も
の
と
な
る
。
退
屈
を
処
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
「
酔
い
」
の
反

復
に
「
蜆
」
の
回
想
が
加
わ
っ
て
い
く
。〈
僕
〉
の
現
状
認
識
「
偽
者
ば
か
り
が

世
の
中
に
い
る
」
と
い
っ
た
退
屈
か
ら
の
一
時
的
な
脱
出
と
し
て
、
こ
の
回
想
は

〈
僕
〉
に
働
き
か
け
る
。「
蜆
」
の
出
来
事
が
回
想
さ
れ
る
と
き
、語
り
直
す
〈
僕
〉

の
「
退
屈
」
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
だ
。

〈
僕
〉
と
〈
男
〉
の
偶
然
の
出
会
い
は
、「
現
状
維
持
」
に
徹
す
る
〈
僕
〉
と
、

義
侠
心
を
「
現
状
」
か
ら
締
め
出
し
て
、
新
た
な
生
活(

闇
屋
と
い
う
生
き
方)

を
試
み
よ
う
と
す
る
〈
男
〉
の
時
間
的
な
交
錯
で
も
あ
っ
た
。
偶
然
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
物
語
内
で
〈
僕
〉
と
〈
男
〉
が
何
度
も
出
会
う
の
は
、
二
人
が
「
現
状
維

持
」
と
い
う
同
じ
時
間
の
な
か
で
生
を
模
索
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

三
、
弾
き
、
弾
か
れ
て
生
き
る
こ
と

〈
男
〉
は
、
満
員
電
車
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
想
起
す
る
。

俺
は
揺
ら
れ
な
が
ら
、先
刻
の
気
持
を
反
芻
す
る
よ
う
に
思
い
出
し
て
い
た
。

あ
の
駅
の
前
の
気
持
は
一
時
の
露
悪
的
な
亢
奮
じ
ゃ
な
い
の
か
。
そ
う
も
考

え
た
。
し
か
し
そ
の
荒
ん
だ
気
持
は
そ
の
時
も
ま
だ
続
い
て
い
た
。
先
刻
の

よ
う
な
毒
々
し
い
喜
び
は
も
は
や
消
え
て
い
た
が
、
そ
の
代
り
に
静
か
な
怒

り
の
よ
う
な
も
の
が
、
俺
の
胸
い
っ
ぱ
い
に
拡
が
っ
て
い
た
。
俺
は
俺
の
過

去
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
。

就
職
の
相
談
の
た
め
に
訪
れ
た
船
橋
で
友
人
に
冷
や
や
か
な
応
対
を
受
け
た
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〈
男
〉
は
、「
腹
を
立
て
て
直
ぐ
そ
の
家
を
飛
出
し
た
」
と
き
の
「
兇
暴
」
な
「
亢
奮
」

を
満
員
電
車
に
持
ち
込
ん
で
お
り
、
以
降
の
場
面
で
描
か
れ
て
い
く
〈
男
〉
の
心

情
は
「
毒
々
し
い
喜
び
」
の
跡
に
拡
が
っ
た
「
静
か
な
怒
り
」
を
土
台
と
し
て
湧

き
上
が
る
の
だ
。

次
に
、
お
っ
さ
ん
が
車
外
に
落
ち
て
行
っ
た
あ
と
に
巻
き
起
こ
る
「
笑
い
」
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
お
っ
さ
ん
は
〈
男
〉
と
「
身
体
を
接
す
る
」
位
置
に
お

り
、
電
車
に
揺
ら
れ
て
〈
男
〉
は
彼
の
身
体
を
肩
で
弾
い
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。

誰
が
落
ち
た
と
い
う
ん
だ
、
ざ
わ
め
く
声
の
中
で
、

　─
─
誰
だ
っ
て
い
い
じ
ゃ
ね
え
か
。
明
日
の
新
聞
読
め
ば
判
る
よ
。

　あ
の
の
ん
び
り
し
た
声
だ
っ
た
。
ど
っ
と
笑
い
声
が
起
っ
た
。
俺
の
近
く

で
も
皆
笑
っ
た
。(

中
略)

　お
前
は
そ
の
言
葉
を
ユ
ウ
モ
ア
だ
と
思
う
か
。

　俺
は
思
わ
ん
。
思
わ
ん
が
俺
も
笑
い
出
し
て
い
た
の
だ
。
俺
は
可
笑
し
く

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
笑
い
が
し
ゃ
っ
く
り
の
よ
う
に
発
作
的
に
こ
み
あ
げ

て
来
る
の
だ
。
俺
は
扉
口
に
し
が
み
つ
き
、
全
身
を
わ
な
な
か
せ
な
が
ら
ヒ

ス
テ
リ
イ
の
よ
う
に
笑
い
こ
け
て
い
た
の
だ
。
俺
は
涙
を
流
し
な
が
ら
、
ヒ

イ
ヒ
イ
と
笑
い
つ
づ
け
た
。

柴
原
直
樹
は
「
笑
い
」
の
本
質
を
「
他
人
を
軽
蔑
し
見
下
す
こ
と
か
ら
生
ず
る

快
感
、
つ
ま
り
優
越
感
」
に
あ
る
と
指
摘
し
た
。
柴
原
は
「
他
人
の
劣
等
性
ま
た

は
過
去
の
自
分
の
劣
等
性
と
比
較
し
て
、
現
在
の
自
分
の
優
越
性
を
突
如
認
識
す

る
こ
と
か
ら
生
ず
る
勝
利
の
感
情
」
の
一
方
で
「
自
分
よ
り
も
遥
か
に
上
位
に
位

置
す
る
他
者
」
の
転
落
す
る
姿
が
も
た
ら
す
「
笑
い
」
は
、
彼
ら
の
「
卑
俗
化
」

に
よ
っ
て
生
ず
る
と
述
べ
た
一
五
。

お
っ
さ
ん
の
リ
ュ
ッ
ク
に
は
蜆
が
詰
ま
っ
て
い
た
。「
な
り
は
闇
屋
」
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
翌
日
の
売
り
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
お
っ
さ
ん
が

落
ち
て
し
ま
う
直
前
の
「
─
─
に
い
さ
ん
、
ち
ょ
、
ち
ょ
っ
と
。
押
さ
、
押
さ
な

い
で
。
こ
の
リ
ュ
ッ
ク
を
…
…
」
と
い
っ
た
喘
ぎ
は
、
彼
が
明
日
の
生
活
を
守
ろ

う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

〈
男
〉
は
、
お
っ
さ
ん
が
突
き
飛
ば
さ
れ
た
と
き
、
か
つ
て
「
お
っ
さ
ん
の
脚

と
俺
の
脚
の
間
」
に
あ
っ
た
リ
ュ
ッ
ク
を
「
両
足
で
し
っ
か
り
」
は
さ
み
込
ん
で

い
た
。
お
っ
さ
ん
の
喘
ぎ
が
〈
男
〉
の
両
足
を
リ
ュ
ッ
ク
に
向
か
わ
せ
た
の
だ
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
、
お
っ
さ
ん
の
一
部
で
あ
る
リ
ュ
ッ
ク
を
生
の
側
に
留
め
よ
う

と
「
と
に
か
く
身
動
き
が
で
き
な
い
」
車
内
で
施
さ
れ
た
、
咄
嗟
の
善
意
で
あ
っ

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
お
っ
さ
ん
が
突
き
飛
ば
さ
れ
た
こ
と
で
、
過
密
な
今
日
が
「
い
く
ら

か
凌
ぎ
よ
く
」
な
る
。
そ
の
途
端
、
車
内
に
溢
れ
出
し
た
の
が
、
乗
客
の
「
─
─

誰
だ
っ
て
い
い
じ
ゃ
ね
え
か
。
明
日
の
新
聞
読
め
ば
判
る
よ
。」
と
い
っ
た
皮
肉

か
ら
拡
大
し
た
笑
い
で
あ
っ
た
。
一
方
、〈
男
〉の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
笑
い
は「
お
っ

さ
ん
」(

＝
「
義
侠
心
の
過
剰
な
人
物
」)

の
死
が
「
過
去
の
自
分
」
の
「
善
意
」

の
卑
俗
化
を
も
た
ら
し
た
た
め
で
も
あ
る
。

か
つ
て
、〈
男
〉
は
会
社
の
解
散
会
の
帰
り
に
会
計
係
の
老
人
を
「
何
の
喜
び
」

も
な
く
駅
ま
で
担
ぐ
。
電
車
に
押
し
込
ま
れ
た
老
人
は
、
彼
に
「
お
前
さ
ん
は
善

い
男
だ
よ
」
と
囁
く
の
だ
。
そ
の
直
後
、
電
車
は
「
俺
を
歩
廊
に
残
し
て
」
出
て

行
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、〈
男
〉
は
「
も
う
一
度
何
か
を
確
め
」
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た
く
な
る
。〈
男
〉
は
こ
れ
ま
で
、「
善
人
」
で
あ
ろ
う
、「
善
」
く
い
よ
う
と
努

め
て
き
た
が
、そ
の
努
力
が
、む
し
ろ
自
身
を
独
り
取
り
残
し
て
い
く
の
だ
。〈
男
〉

は
醜
い
亢
奮
や
「
嘔
き
た
い
気
持
」
を
「
一
所
懸
命
に
押
え
て
い
た
」
が
、
そ
れ

は
の
ち
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
「
笑
い
」
と
し
て
彼
か
ら
噴
き
出
す
。
三
浦
が
〈
男
〉

の
笑
い
を
「
お
っ
さ
ん
に
自
分
の
姿
を
重
ね
て
、
善
良
さ
や
善
意
が
結
果
と
し
て

何
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」
一
六
の
自
覚
だ
と
述
べ
る
よ
う
に
、〈
男
〉
が
「
涙

を
流
し
な
が
ら
」
笑
い
つ
づ
け
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
努
め
て
き
た
善
意
へ
の
強
い

違
和
感
、「
何
か
」
の
す
べ
て
を
確
か
め
、
納
得
し
終
え
た
彼
の
自
嘲
で
あ
り
、

落
胆
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
持
ち
主
を
喪
っ
た
リ
ュ
ッ
ク
と
、
こ
れ
ま
で
の
信
念
が
打
ち
砕
か
れ

た
〈
男
〉
は
、
今
日
に
取
り
残
さ
れ
、
行
き
先
を
喪
っ
た
も
の
同
士
と
し
て
終
点

で
結
び
つ
く
の
だ
。

〈
男
〉
は
、
お
っ
さ
ん
の
リ
ュ
ッ
ク
を
担
い
で
帰
っ
た
夜
の
こ
と
を
次
の
よ
う

に
回
想
す
る
。

　妙
な
話
だ
が
、
お
っ
さ
ん
の
リ
ュ
ッ
ク
を
か
つ
い
で
来
た
こ
と
に
つ
い

て
、
俺
は
何
の
背
徳
感
も
感
じ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
気
持
の
抵
抗
も
全
然

な
か
っ
た
。
俺
は
自
分
の
持
物
の
よ
う
に
リ
ュ
ッ
ク
を
易
々
と
掠
め
て
い
た

の
だ
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
、〈
男
〉
が
〈
僕
〉
に
語
り
聞
か
せ

る
話
は
、「
闇
屋
」
と
な
っ
た
〈
男
〉
の
語
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
お
っ
さ

ん
の
義
侠
心
の
成
れ
の
果
て
、「
非
業
の
死
」
を
直
視
し
た
こ
と
は
、〈
男
〉
の
決

意
か
ら
、
一
層
強
く
義
侠
心
を
締
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
と
お
り
、お
っ
さ
ん
の
死
に
よ
っ
て
「
ヒ
ス
テ
リ
イ
の
よ
う
に
笑
い
、

涙
を
流
し
て
い
た
」
の
は
、〈
男
〉
の
自
嘲
で
あ
る
。「
途
中
何
度
も
お
い
て
帰
ろ

う
」
と
思
う
ほ
ど
「
お
そ
ろ
し
く
持
ち
重
り
の
す
る
リ
ュ
ッ
ク
」
を
け
っ
し
て
下

ろ
さ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
重
み
が
〈
男
〉
を
徐
々
に
「
亢
奮
」、「
ふ
る
え
」
か

ら
冷
ま
し
て
い
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
お
っ
さ
ん
の
死
と
い
う
「
血
も
凍
る
よ

う
な
お
そ
ろ
し
い
瞬
間
」
と
、
電
車
内
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
笑
い
に
の
ま
れ
「
涙

を
流
し
な
が
ら
」
笑
い
つ
づ
け
た
自
身
の
「
亢
奮
」
が
掘
り
起
こ
さ
れ
、
そ
こ
か

ら
「
沈
鬱
な
気
分
」
が
漂
い
始
め
る
の
だ
。

〈
男
〉
は
リ
ュ
ッ
ク
を
掠
め
と
っ
た
夜
の
こ
と
を
「
俺
は
何
の
背
徳
感
も
感
じ

て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
気
持
の
抵
抗
も
全
然
な
か
っ
た
」
と
回
想
し
、「
帰
り
着

く
ま
で
に
何
度
こ
の
リ
ュ
ッ
ク
を
捨
て
よ
う
と
思
っ
た
か
知
れ
や
し
な
い
」
と
語

る
。
リ
ュ
ッ
ク
を
持
ち
帰
る
こ
と
で
、
置
き
去
り
に
さ
れ
た
お
っ
さ
ん
の
明
日
は

〈
男
〉
に
拾
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
自
身
の
今
日(

信
念)

を
失
っ
て
、

他
者
の
明
日
を
生
き
て
い
く
姿
で
あ
る
。
失
職
し
た
〈
男
〉
は
、
他
者
か
ら
か
す

め
取
る
こ
と
で
明
日
を
掴
ん
だ
の
だ
。〈
男
〉
が
リ
ュ
ッ
ク
を
何
度
も
捨
て
よ
う

と
思
っ
た
の
は
、
自
身
の
明
日
が
他
者
の
今
日
を
犠
牲
に
し
て
い
る
こ
と
へ
の
う

し
ろ
め
た
さ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
か
つ
て
「
闇
屋
に
落
ち
る
に
は
俺
は
良
識
や
教

養
が
あ
り
過
ぎ
る
」
と
己
惚
れ
て
い
た
〈
男
〉
の
葛
藤
で
も
あ
り
、「
何
の
背
徳

感
も
感
じ
て
い
な
か
っ
た
」、「
気
持
の
抵
抗
も
全
然
な
か
っ
た
」
と
自
嘲
す
る
こ

と
で
、
良
識
を
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
果
て
に
、〈
男
〉

の
想
念
は「
俺
が
何
時
も
今
ま
で
自
分
に
言
い
聞
か
し
て
い
た
こ
と
は
何
だ
ろ
う
。

善
い
こ
と
を
念
願
せ
よ
。
惜
し
み
な
く
人
に
与
え
よ
。
俺
は
本
気
で
そ
れ
を
信
じ
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て
来
た
の
か
」
と
い
っ
た
疑
念
に
膨
張
す
る
。

〈
男
〉
の
心
境
の
変
化
は
、
自
身
を
幽
閉
し
て
い
た
信
念
か
ら
の
脱
出
と
し
て

結
ば
れ
る
。
過
剰
な
義
侠
心
を
強
い
て
い
た
頃
の
自
身
を
攻
撃
す
る
こ
と
で
、「
こ

ん
な
鎧
は
必
要
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
の
だ
。〈
男
〉
の
自
嘲
は
、
良
識
に
背

く
行
動
を
取
っ
た
、
外
套
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
間
と
し
て
自
身
を
正
当
化
し
、

そ
の
よ
う
な
自
身
を
赦
す
と
い
っ
た
役
割
を
果
た
す
。

リ
ュ
ッ
ク
の
蜆
は
「
淋
し
い
声
」、「
気
も
滅
入
る
よ
う
な
陰
気
な
音
」
で
〈
男
〉

を
蝕
む
。
そ
し
て
、〈
男
〉
は
つ
い
に
「
喜
び
を
伴
わ
ぬ
善
は
あ
り
は
し
な
い
」
と
、

「
今
ま
で
赴
こ
う
と
努
め
て
来
た
善
が
、
す
べ
て
偽
物
で
あ
っ
た
」
と
覆
す
の
だ
。

「
お
っ
さ
ん
」
の
義
侠
心
は
「
ひ
と
つ
の
外
套
の
釦
」
と
「
非
業
の
死
」
を
代
償

に
得
た
に
過
ぎ
な
い
と
〈
男
〉
は
語
り
、「
あ
の
お
っ
さ
ん
と
、
殴
ら
れ
た
会
計

係
と
、
ケ
ラ
ケ
ラ
笑
い
続
け
る
娘
と
、
お
前
と
、
そ
れ
か
ら
俺
を
取
巻
く
色
ん
な

人
と
、
俺
」
を
含
め
た
「
平
面
の
中
の
構
図
」
を
突
如
描
く
。

こ
ん
な
狭
い
地
帯
に
こ
ん
な
沢
山
の
人
が
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

リ
ュ
ッ
ク
の
蜆
だ
。
満
員
電
車
だ
。
日
本
人
の
幸
福
の
総
量
は
極
限
さ
れ
て

ん
だ
。
一
人
が
幸
福
に
な
れ
ば
、
そ
の
量
だ
け
誰
か
が
不
幸
に
な
っ
て
い
る

の
だ
。(

中
略)

釦
を
握
っ
た
死
体
と
、
啼
く
蜆
と
、
舌
足
ら
ず
の
女
房
と
、

こ
の
俺
と
、
そ
れ
は
醜
悪
な
構
図
だ
。
醜
悪
だ
け
れ
ど
も
俺
は
其
処
で
生
き

て
行
こ
う
。
浅
墓
な
善
意
や
義
侠
心
を
胸
か
ら
締
出
し
て
、
俺
は
生
き
て
行

こ
う
と
そ
の
時
思
っ
た
の
だ
。
─
─

お
っ
さ
ん
の
リ
ュ
ッ
ク
を
掠
め
取
っ
た
〈
男
〉
は
、「
平
面
」
を
な
し
た
「
醜

悪
」
な
構
図
の
な
か
を
、「
浅
墓
な
善
意
や
義
侠
心
」
を
締
出
し
て
生
き
て
い
こ

う
と
決
意
す
る
。
三
浦
は
「
平
面
の
中
の
構
図
」
を
「
善
意
あ
る
い
は
偽
善
の
破

綻
」
の
自
覚
で
あ
る
と
述
べ
た
一
七
。

こ
こ
で
立
ち
現
れ
る
「
醜
悪
」
な
「
平
面
」
の
構
図
と
は
、〈
男
〉
の
外
套
が

纏
わ
せ
て
い
た
「
浅
墓
な
善
意
や
義
侠
心
」
の
崩
壊
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
地
平
な

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
「
浅
墓
な
善
意
や
義
侠
心
」
と
い
っ
た
突
起
の
弾
か
れ

る
地
平
だ
。
お
っ
さ
ん
の
「
非
業
の
死
」
に
よ
っ
て
、〈
男
〉
は
平
面
の
構
図
に

立
た
さ
れ
る
。
誰
も
が
、「
一
人
が
幸
福
に
な
れ
ば
、
そ
の
量
だ
け
誰
か
が
不
幸
」

に
な
る
と
い
っ
た
同
様
の
条
件
の
も
と
に
置
か
れ
、
あ
る
が
ま
ま
に
今
日
を
生
き

延
び
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
そ
の
醜
悪
さ
で
あ
ろ
う
。

四
、
外
套
が
被
せ
る
も
の

本
章
で
は
、
外
套
を
「
着
る
」
こ
と
で
〈
男
〉
に
抱
か
れ
る
意
識
と
、〈
僕
〉

を
経
由
し
た
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
た
変
化
に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
と
し

た
い
。歩

い
て
い
な
が
ら
、
ど
う
も
ぴ
っ
た
り
し
な
い
。
何
か
食
違
っ
た
も
の
、
何

か
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
を
俺
は
、不
透
明
な
膜
の
向
う
に
感
じ
続
け
て
い
た
の
だ
。

(

中
略)

外
套
が
身
体
に
与
え
る
感
触
じ
ゃ
な
い
。
も
っ
と
根
元
的
な
も
の

だ
。
そ
れ
は
、俺
の
心
の
姿
勢
だ
。
こ
れ
は
俺
の
外
套
だ
。
し
か
し
俺
の
じ
ゃ

な
い
。
昨
夜
あ
る
男
か
ら
剥
い
だ
の
だ
。
─
─
こ
い
つ
だ
。
こ
れ
が
胸
の
底

に
か
く
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
こ
ん
な
感
じ
を
引
き
起
し
て
い
た
こ
と
に
、
俺

は
今
は
っ
き
り
気
が
つ
い
た
。
俺
は
あ
る
荒
ん
だ
勇
気
が
猛
然
と
湧
き
上
っ
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て
く
る
の
を
感
じ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
呟
い
た
こ
と
を
想
い
出
す
。

　─
─
俺
は
贓
品
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
だ
ぞ
。

外
套
が
「
贓
品
」
と
な
っ
た
こ
と
で
、
突
如
〈
男
〉
に
「
荒
ん
だ
勇
気
」
が
湧

き
上
が
る
。
か
つ
て
、〈
男
〉は「
物
貰
い
じ
ゃ
な
い
」か
ら「
他
人
の
慈
善
は
受
け
」

な
い
と〈
僕
〉に
聞
か
せ
た
。
用
事
の
た
め「
外
套
が
な
い
と
都
合
が
悪
」く
な
っ

た
〈
男
〉
は
力
ず
く
で
〈
僕
〉
か
ら
外
套
を
剥
ぎ
取
っ
た
。

し
か
し
、
友
人
は
「
今
ど
き
就
職
口
な
ど
あ
る
か
」
と
〈
男
〉
を
突
き
放
す
。

就
職
口
を
見
つ
け
ら
れ
ぬ
ま
ま
船
橋
を
後
に
す
る〈
男
〉は
、「
欲
し
く
な
れ
ば
、(

中

略)

力
ず
く
で
剥
ぎ
取
る
」
こ
と
す
ら
叶
わ
な
い
の
だ
。
も
は
や
他
人
の
慈
善
な

し
に
は「
女
房
子
供
が
飢
え
」て
し
ま
う
、停
滞
し
た
現
実
に
直
面
し
た
と
き
、〈
男
〉

は
「
一
層
の
こ
と
闇
屋
に
で
も
な
っ
た
ろ
か
」
と
吐
き
捨
て
る
。

〈
男
〉
は
「
人
か
ら
貰
う
側
よ
り
や
る
側
に
な
り
た
い
」
と
「
自
分
に
言
い
聞

か
し
て
」
い
た
。
し
か
し
、「
貰
う
」
こ
と
も
「
や
る
」
こ
と
も
困
難
に
な
っ
た

こ
と
で
、「
力
ず
く
で
剥
ぎ
取
」
っ
た
「
贓
品
」
の
感
触
が
、
こ
れ
ま
で
「
言
い

聞
か
し
て
」
い
た
心
の
姿
勢
を
食
い
破
り
、「
荒
ん
だ
勇
気
」
を
喚
起
す
る
の
だ
。

〈
男
〉
の
外
套
を
譲
り
受
け
た
〈
僕
〉
は
、ふ
た
た
び
彼
に
出
会
う
。〈
男
〉
は
、

い
ま
や「
他
人
が
着
用
し
て
い
る
外
套
」の「
由
来
や
来
歴
」を
大
声
で「
講
釈
」し
、

彼
の
姿
は
「
口
惜
し
が
っ
て
い
る
」
も
の
と
し
て
〈
僕
〉
に
認
識
さ
れ
る
。
こ
れ

は
、
鷲
田
清
一
の
指
摘
す
る
「
存
在
の
輪
郭
を
補
強
す
る
こ
と
で
、
じ
ぶ
ん
の
も

ろ
い
存
在
が
か
も
す
不
安
を
し
ず
め
よ
う
と
す
る
」
一
八
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。〈
男
〉
が
外
套
を
着
用
す
る
こ
と
は
、「〈
像
〉
と
し
て
の
身
体
の
も
ろ
さ
を

補
強
」
し
、「
身
体
の
あ
や
ふ
や
な
輪
郭
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
一
九
ひ
と
つ
の
手

段
で
あ
っ
た
。〈
男
〉
の
外
套
は
、彼
の
身
体
の
「
あ
や
ふ
や
な
輪
郭
」
を
「
善
人
」

と
し
て
彫
り
込
ん
だ
と
い
え
よ
う
。「
あ
ち
こ
ち
摺
り
切
れ
」
た
〈
男
〉
の
背
広
、

つ
ま
り
、む
き
出
し
の
脆
い
輪
郭
は「
講
釈
」と
い
う
か
た
ち
で「
補
強
」さ
れ
る
。

ま
た
、鷲
田
は
「
じ
ぶ
ん
の
存
在
が
他
者
に
と
っ
て
わ
ず
か
で
も
意
味
が
あ
る
」

と
感
じ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、「
じ
ぶ
ん
を
見
失
わ
な
い
で
い
ら
れ
る
」
た
め
、「
他

者
の
世
界
の
な
か
に
妄
想
的
に
意
味
あ
る
場
所
を
つ
く
り
上
げ
る
」
と
し
た
二
〇
。

〈
男
〉
の
「
俺
は
人
か
ら
貰
う
側
よ
り
や
る
側
に
な
り
た
い
と
思
う
」
信
念
が
目

指
す
の
は
、「
他
者
の
世
界
」
の
な
か
に
、「
や
る
側
」
と
し
て
「
意
味
あ
る
場
所

を
つ
く
り
上
げ
る
」
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

次
に
、
外
套
の
「
釦
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
渡
部
は
、〈
男
〉
の
「
こ

の
釦
は
俺
の
祖
父
さ
ん
が
、
撃
取
っ
た
鹿
の
骨
だ
。
九
州
は
背
振
山
よ
。
六
角
形

し
て
る
だ
ろ
。
い
い
職
人
だ
っ
た
ぜ
。
そ
こ
ら
の
釦
と
は
違
う
ん
だ
」
と
い
っ
た

講
釈
か
ら
、外
套
の
「
釦
」
を
「
自
身
の
出
身
、ル
ー
ツ
に
対
す
る
誇
り
の
象
徴
」

と
読
ん
だ
二
一
。
ま
た
、
高
木
は
六
角
形
の
「
釦
」
が
六
つ
付
い
て
い
る
と
い
っ

た
特
徴
か
ら「「
善
い
こ
と
の
み
を
行
え
。
悪
い
こ
と
か
ら
眼
を
そ
む
け
ろ
。
困
っ

た
人
を
見
れ
ば
救
っ
て
や
れ
。
人
に
乞
う
な
。
人
か
ら
奪
う
な
。
人
に
す
べ
て
を

与
え
よ
。」
と
の
、
い
わ
ば
六
つ

0

0

に
分
け
た
善
行
」
に
当
て
は
め
て
読
ん
だ
二
二
。

外
套
の
「
釦
」
は
〈
男
〉
の
「
六
つ
の
誓
い
」
と
「
出
身
や
ル
ー
ツ
に
対
す
る

誇
り
の
象
徴
」
を
担
う
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
。
外
套
は
鎧
の
よ
う
に
纏
わ
れ
、

さ
ら
に
「
標
準
語
」
の
憑
依
と
し
て
、
釦
が
留
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
多
く

の
標
準
語
話
者
が
行
き
交
う
で
あ
ろ
う
生
活
圏
に
身
を
置
き
、〈
男
〉
は
「
じ
ぶ

ん
を
見
失
わ
な
い
で
」
い
る
た
め
に
、標
準
語
に
自
身
を
托
し
た
の
だ
。
し
か
し
、

今
や
彼
の
輪
郭
は
標
準
語
圏
の
な
か
に
薄
ら
ぎ
、
与
え
る
こ
と
も
養
う
こ
と
も
ま
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ま
な
ら
ず
、
次
第
に
彼
の
標
準
語
は
空
疎
な
言
葉
と
な
っ
て
い
く
。

渡
部
は
、
女
房
の
「
こ
と
ば
」
を
「
江
戸
弁
の
特
徴
」
と
指
摘
し
、
彼
女
の
訛

り
を
「
都
度
都
度
矯
正
せ
ね
ば
い
ら
れ
な
い
」〈
男
〉
に
つ
い
て
、「
神
経
質
さ
が
、

あ
る
い
は
自
己
の
ル
ー
ツ
を
「
九
州
は
背
振
山
」
に
求
め
る
」
姿
を
見
た
。

し
か
し
、
女
房
の
こ
と
ば
を
怒
鳴
り
つ
け
る
の
は
、
空
虚
な
自
己
が
揺
る
が
さ

れ
な
が
ら
も
撤
退
し
よ
う
が
な
く
、「
無
感
動
」
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
へ

の
抵
抗
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

五
、〈
僕
〉
の
「
酔
い
」

〈
僕
〉
は
「
偽
者
ば
か
り
」
の
世
の
中
を
退
屈
に
思
い
、「
酔
い
だ
け
は
偽
り
な

い
」
と
し
て
酒
を
飲
む
。

「
退
屈
だ
と
お
前
は
飲
む
の
か
」
と
男
が
聞
き
返
し
た
。

「
そ
う
だ
よ
」

「
何
故
退
屈
す
る
ん
だ
」

「
偽
者
ば
か
り
が
世
の
中
に
い
る
か
ら
だ
よ
」
と
僕
は
答
え
た
。「
俺
は
に
せ

も
の
を
見
て
い
る
こ
と
が
退
屈
な
ん
だ
。
だ
か
ら
酔
い
た
い
の
だ
。
酔
い
だ

け
は
偽
り
な
い
か
ら
な
。
酔
っ
て
る
間
だ
け
は
退
屈
し
な
い
よ
。」

戸
塚
は
、〈
僕
〉
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
「
虚
偽
に
満
ち
溢
れ
た
現
実
を
前
に
、

絶
望
を
「
退
屈
」
に
す
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
を
処
す
る
ニ
ヒ
リ
ス
ト
」

と
指
摘
す
る
二
三
。
渡
部
は
「
ど
う
や
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
の
か
描
か
れ
な

い
」
二
四
人
物
で
あ
る
と
し
、
三
浦
は
「
人
物
と
し
て
必
ず
し
も
十
分
に
描
か
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
二
五
と
述
べ
た
。
ま
る
で
匿
う
か
の
よ
う
に
、〈
僕
〉
の

姿
は
「
酔
い
」
に
お
い
て
の
み
、
ひ
ら
か
れ
て
い
る
。

「
清
酒
を
飲
ま
ず
に
代
用
焼
酎
で
我
慢
し
よ
う
と
い
う
精
神
は
悪
い
精
神
だ
。

止
し
た
が
良
か
ろ
う
」
と
い
っ
た
〈
男
〉
の
発
言
に
対
し
て
「
お
前
は
何
か
勘
違

い
し
て
る
よ
」
と
返
す
こ
と
や
、「
─
─
お
前
が
言
う
ほ
ど
の
面
白
い
話
で
も
な

か
っ
た
が
、
…
…
退
屈
は
し
な
か
っ
た
よ
」
と
い
っ
た
〈
僕
〉
の
反
応
か
ら
、
三

浦
は
「「
僕
」
は
す
で
に
こ
の
男(

俺)

の
認
識
に
達
し
た
上
で
、
こ
の
話
を
感

動
も
せ
ず
驚
き
も
せ
ず
、い
わ
ば
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。(

中
略)

「
俺
」の
認
識
を
追
認
し
、根
底
に
あ
る
絶
望
を
さ
ら
に
深
め
る
形
と
な
っ
て
い
る
」

と
述
べ
た
二
六
。
三
浦
の
指
摘
の
と
お
り
、〈
僕
〉
は
〈
男
〉
の
出
来
事
を
「
当
然

の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
」
た
う
え
で
冷
た
く
突
き
放
し
て
い
る
。

な
ら
ば
〈
僕
〉
は
い
っ
た
い
、
い
つ
「
こ
の
男(

俺)

の
認
識
」
に
達
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
「
蜆
」
の
構
造
お
よ
び
物
語
空
間
を
踏
ま
え
て
〈
僕
〉

の
「
酔
い
」
や
「
退
屈
」
に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
い
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
人
物

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

は
じ
め
に
、「
蜆
」
の
物
語
空
間
は
「
敗
戦
後
日
本
」
で
あ
る
。

日
本
は
敗
れ
た
ん
だ
。

〈
男
〉
の
語
り
で
あ
る
が
、「
敗
れ
た
」
と
い
う
意
識
は
お
っ
さ
ん
の
リ
ュ
ッ
ク

を
背
負
っ
て
帰
宅
し
た
彼
に
「
幸
福
の
総
量
」
の
極
限
と
「
生
き
抜
く
こ
と
が
最

高
の
こ
と
」
で
あ
る
と
痛
感
さ
せ
る
。
次
に
、
古
着
屋
に
売
り
払
わ
れ
よ
う
と
す

る
外
套
を
〈
僕
〉
が
着
せ
て
も
ら
っ
た
場
面
を
見
て
み
た
い
。
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郷
愁
を
誘
う
よ
う
な
毛
外
套
の
匂
い
が
し
っ
と
り
と
肩
や
背
に
落
ち
た
。
立

て
た
襟
が
軟
か
く
頬
を
く
す
ぐ
っ
た
。
冷
え
た
体
が
や
が
て
ほ
か
ほ
か
ぬ
く

も
っ
て
来
た
。
僕
が
言
っ
た
。

「
こ
れ
は
俺
に
丁
度
い
い
よ
。
俺
の
た
め
に
仕
立
て
た
と
思
う
位
だ
よ
。」

〈
男
〉が
渡
し
た
外
套
の
着
心
地
は〈
僕
〉の「
郷
愁
」を
呼
び
起
こ
す
。
こ
の「
郷

愁
」
の
詳
細
は
描
か
れ
な
い
が
、
何
か
し
ら
の
社
会
組
織
に
所
属
し
て
い
た
頃
を

懐
か
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
失
職
直
後
の
〈
男
〉
に
対
し
、〈
僕
〉

と
は
、
あ
る
社
会
組
織
か
ら
弾
か
れ
、
い
ま
も
接
続
し
て
い
な
い
、
ま
た
は
で
き

て
い
な
い
人
物
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

推
測
の
域
に
と
ど
ま
る
が
、「
戦
後
」
に
「
毛
外
套
」
を
懐
か
し
む
よ
う
な
人

物
と
し
て
、
ま
ず
連
想
さ
れ
る
の
は
軍
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、「
旧

日
本
陸
軍
用
防
寒
外
套
お
よ
び
防
寒
靴
に
用
い
ら
れ
た
毛
皮
」
に
つ
い
て
鑑
定
を

お
こ
な
っ
た
、垣
内
京
香
ら
の
論
考
を
見
て
み
た
い
。
彼
ら
は
「
第
二
次
大
戦
中
、

中
国
戦
線(

満
州
関
東
軍)

の
旧
日
本
陸
軍
で
使
用
さ
れ
た
昭
和
十
七
年
製
防
寒

外
套
と
防
寒
靴
」
を
鑑
定
対
象
と
し
て
い
る
。
防
寒
外
套
の
測
定
か
ら
「
動
物
個

体
に
由
来
し
た
も
の
」
が
多
く
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
、
と
く
に
「
第
二
次
世
界

大
戦
下
の
日
本
で
は
、
多
く
の
家
庭
で
飼
育
さ
れ
て
い
た
イ
ヌ
や
ネ
コ
な
ど
の
愛

玩
動
物
が
、
軍
需
用
の
毛
皮
材
料
と
し
て
強
制
的
に
供
出
さ
れ
て
い
た(

井
上
、

二
〇
〇
八)

」
の
だ
二
七
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、〈
男
〉
の
外
套
の
「
郷
愁
を

誘
う
よ
う
な
毛
外
套
の
匂
い
」
を
「
軍
需
用
の
毛
皮
材
料
」
の
匂
い
と
捉
え
て
も

不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
郷
愁
」
と
し
て
〈
僕
〉
に
蘇
る
の
は
、
か
つ
て
所

属
し
て
い
た
社
会
組
織
の
記
憶
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
失
職
し
、
船

橋
で
「
剣
も
ほ
ろ
ろ
」
の
挨
拶
を
受
け
、
電
車
内
で
巻
き
起
こ
る
笑
い
に
信
念
を

打
ち
砕
か
れ
た
〈
男
〉
に
先
立
っ
て
、〈
僕
〉
も
ま
た
敗
戦
と
い
う
出
来
事
に
冷

た
く
突
き
放
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
僕
〉
は
「
飲
む
も
の
は
イ
ン
チ
キ
で
も
酔
い
は
本
物
」
だ
と
話
す
。「
酔
い
」

は
彼
を
ど
の
よ
う
に
し
て
「
退
屈
」
か
ら
逃
す
の
だ
ろ
う
か
。
伊
藤
信
博
は
「
酔

い
」
に
つ
い
て
「
心
性
と
し
て
の
変
身
願
望
」
の
存
在
を
指
摘
し
、「
人
は
日
常

を
生
き
る
上
で
様
々
な
不
如
意
を
抱
え
て
い
る
。(

中
略)

ど
う
に
も
な
ら
な
い

現
実
を
抱
え
て
、
人
は
時
と
し
て
別
の
存
在
に
成
り
変
り
た
い
、
あ
る
い
は
人
生

を
や
り
直
し
た
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
変
身
願
望
で
あ
り
、
酒
の
力
を
借

り
て
酔
う
こ
と
は
ま
さ
に
そ
の
代
償
行
為
で
あ
る
。
変
身
と
言
っ
て
言
い
過
ぎ
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
一
時
的
な
韜
晦
や
逃
避
、
日
常
か
ら
非
日
常
へ
の
飛
翔
、
離
脱

で
あ
る
」
と
述
べ
た
二
八
。

「
酔
い
」
は
「
別
の
存
在
に
成
り
変
り
た
い
」
と
い
っ
た
「
変
身
願
望
」
ま
た

は
一
時
的
な
「
逃
避
、
日
常
か
ら
非
日
常
へ
の
飛
翔
、
離
脱
」
の
「
代
償
行
為
」

で
あ
り
、〈
僕
〉
の
「
酔
い
」
も
ま
た
「
心
性
と
し
て
の
変
身
願
望
」
や
、
戦
後

空
間
か
ら
の
「
離
脱
」
の
願
望
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〈
僕
〉
は
、「
偽
物
ば
か
り
」
の
世
の
中
に
退
屈
し
て
お
り
、「
偽
物
」
と
「
本
物
」

に
お
い
て
甚
だ
し
い
執
着
を
見
せ
る
が
、裏
を
返
せ
ば
、「
本
物
」
の
溢
れ
た
日
々

を
知
っ
て
い
る
、
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
〈
僕
〉
の
過
去
と
し
て
読

む
こ
と
は
、
不
自
然
だ
ろ
う
か
。

「
本
物
」
と
は
何
か
、〈
僕
〉
は
語
ら
な
い
。
相
対
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
「
偽

物
」
の
蔓
延
で
あ
る
。
推
測
を
繰
り
返
す
が
、
戦
争
が
〈
僕
〉
の
現
在
に
影
を
落

と
し
て
い
る
と
読
め
る
と
き
、
敗
戦
は
〈
僕
〉
に
、
束
縛
か
ら
の
解
放
と
追
い
求
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め
て
い
た
未
来
の
消
失
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
自
分
の
意
志
に
反
し
て
、
未
来
に

対
す
る
希
望
や
展
望
を
信
じ
ら
れ
て
い
た
日
々
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
人
物
、
そ
れ

が
〈
僕
〉
な
の
で
は
な
い
か
。
め
く
る
め
く
明
日
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
〈
僕
〉
の

目
の
前
で
幕
を
下
ろ
し
た
。
そ
の
経
験
に
よ
っ
て
、
現
在
の
〈
僕
〉
は
「
明
日
」

を
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。

敗
戦
後
、
方
途
を
う
し
な
っ
た
〈
僕
〉
は
、「
偽
物
」
と
「
本
物
」
な
ど
な
く
、

あ
る
一
点
を
目
指
し
て
突
き
進
ん
で
い
た
過
去
の
日
々
を
「
本
物
」
と
し
て
囲
い

込
み
、
そ
の
地
点
へ
の
回
帰
の
手
段
と
し
て
、「
酔
い
」
を
欲
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
過
去
へ
の
一
時
的
な
飛
翔
で
あ
る
「
酔
い
」
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、

喪
わ
れ
た
未
来
の
景
色
を
行
き
来
す
る
〈
僕
〉
の
輪
郭
は
暈
け
て
い
く
。「
人
物

と
し
て
必
ず
し
も
十
分
に
描
か
」
二
九
な
い
、つ
ま
り
不
鮮
明
に
描
く
こ
と
で
、「
酔

い
」
が
映
し
出
す
景
色
に
停
滞
し
、
滲
み
融
け
て
い
く
主
体
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
酔
い
」
と
と
も
に
自
身
の
記
憶
を
何
度
も
辿
り
直
す
〈
僕
〉
の
姿
が
見
せ
る

の
は
、
過
去
に
吊
り
下
が
り
続
け
、
明
日
を
生
き
る
こ
と
に
見
切
り
を
つ
け
た
、

ひ
と
つ
の
生
き
方
で
あ
る
。

現
在
の
〈
僕
〉
は
「
酔
い
」
に
よ
っ
て
過
去
へ
と
旅
立
ち
、
戦
時
下
に
描
か
れ

た
自
身
の
未
来
を
「
本
物
」
の
姿
と
し
て
夢
想
す
る
。
回
想
と
し
て
〈
男
〉
の
話

を
囲
い
込
む
こ
と
で
深
め
ら
れ
る
、〈
僕
〉
の
「
根
底
に
あ
る
絶
望
」 

と
は
、
敗

戦
に
よ
る
疎
外
で
あ
り
、
そ
の
化
膿
が
「
退
屈
」
と
し
て
「
酔
い
」
を
反
復
さ
せ

る
の
だ
。

六
、
結
論

「
蜆
」
は
、
敗
戦
後
日
本
を
舞
台
と
し
て
、
今
日
を
生
き
延
び
て
は
じ
め
て
明

日
を
掴
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ
た
日
々
の
姿
を
描
い
た
。
お
っ
さ
ん

の
姿
が
示
す
よ
う
に
、
他
者
の
今
日
を
確
保
す
る
こ
と
は
と
き
に
自
身
の
明
日
を

喪
わ
せ
る
。
彼
の
過
剰
な
義
侠
心
が
、
リ
ュ
ッ
ク
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず

の
明
日
を
奪
い
去
っ
た
の
だ
。

〈
僕
〉
の
、「
偽
者
ば
か
り
が
世
の
中
に
い
る
」
と
い
っ
た
退
屈
か
ら
の
脱
出
と

し
て
こ
れ
ま
で
求
め
ら
れ
た
の
が
、「
酔
い
」
の
反
復
で
あ
っ
た
。〈
男
〉
と
の
出

会
い
を
通
じ
て
、「
蜆
」
の
回
想
は
退
屈
し
の
ぎ
と
し
て
、
外
枠
の
語
り
手
〈
僕
〉

に
語
り
直
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

「
蜆
」
に
お
け
る
笑
い
に
つ
い
て
は
、
お
っ
さ
ん
が
突
き
飛
ば
さ
れ
た
あ
と
、

乗
客
ら
の
皮
肉
じ
み
た
笑
い
が
車
内
に
溢
れ
出
す
一
方
で
、〈
男
〉
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ

ク
な
笑
い
は
、お
っ
さ
ん(

＝
「
義
侠
心
の
過
剰
な
人
物
」)

の
死
に
よ
っ
て
、「
善
」

く
い
よ
う
と
努
め
て
き
た
「
過
去
の
自
分
」
の
「
善
意
」
の
卑
俗
化
が
も
た
ら
さ

れ
た
こ
と
で
、
自
嘲
や
落
胆
の
、
共
有
不
可
能
で
孤
独
な
笑
い
と
し
て
彼
か
ら
噴

き
出
し
て
お
り
、
そ
の
強
烈
な
対
称
性
を
示
し
た
。

失
職
し
た
〈
男
〉
は
、
他
者
か
ら
掠
め
取
る
こ
と
で
明
日
を
掴
む
。
リ
ュ
ッ
ク

を
何
度
も
捨
て
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
自
身
の
明
日
が
他
者
の
今
日
を
犠
牲
に
し

て
い
る
こ
と
へ
の
う
し
ろ
め
た
さ
で
あ
る
。「
闇
屋
に
落
ち
る
に
は
俺
は
良
識
や

教
養
が
あ
り
過
ぎ
る
」
と
過
剰
な
義
侠
心
の
持
ち
主
と
し
て
の
己
惚
れ
を
嘲
り
、

自
身
の
「
背
徳
感
」
を
滑
稽
な
も
の
と
し
て
蔑
む
こ
と
で
、〈
男
〉
の
葛
藤
は
つ

い
に
良
識
や
信
念
の
放
棄
と
し
て
結
ば
れ
る
。「
一
人
が
幸
福
に
な
れ
ば
、
そ
の

量
だ
け
誰
か
が
不
幸
」
に
な
る
こ
と
で
し
か
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
「
醜
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悪
」
な
「
平
面
」
の
構
図
で
、「
浅
墓
な
善
意
や
義
侠
心
」
を
締
出
そ
う
と
決
意

す
る
〈
男
〉
の
姿
な
ど
か
ら
は
、
何
ら
か
の
生
命
や
信
念
が
確
保
さ
れ
る
と
き
、

代
償
と
し
て
咄
嗟
に
ま
た
何
ら
か
が
犠
牲
と
し
て
弾
き
弾
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
描
か
れ
て
い
た
。

〈
男
〉
が
外
套
を
着
用
す
る
こ
と
で
、「〈
像
〉
と
し
て
の
身
体
の
も
ろ
さ
」
が

補
強
さ
れ
、
彼
の
身
体
の
「
あ
や
ふ
や
な
輪
郭
」
は
「
善
人
」
と
し
て
彫
り
込
ま

れ
て
い
く
。
外
套
の
「
釦
」
は
〈
男
〉
の
「
六
つ
の
誓
い
」
と
「
出
身
や
ル
ー
ツ

に
対
す
る
誇
り
の
象
徴
」
を
担
い
な
が
ら
、「
標
準
語
」
の
憑
依
と
し
て
留
め
ら

れ
て
き
た
。
多
く
の
標
準
語
話
者
が
行
き
交
う
生
活
圏
に
身
を
置
き
、〈
男
〉は「
じ

ぶ
ん
を
見
失
わ
な
い
で
」
い
る
た
め
に
、
標
準
語
に
自
身
を
托
し
た
。

就
職
口
の
な
い
〈
男
〉
は
、「
欲
し
く
な
れ
ば
、(

中
略)

力
ず
く
で
剥
ぎ
取
る
」

こ
と
す
ら
叶
わ
ず
、
他
人
の
慈
善
な
し
に
は
「
女
房
子
供
が
飢
え
」
て
し
ま
う
。

停
滞
し
た
現
実
に
直
面
し
た
と
き
、「
力
ず
く
で
剥
ぎ
取
」
っ
た
「
贓
品
」
の
感

触
が
、
こ
れ
ま
で
「
言
い
聞
か
し
て
」
い
た
心
の
姿
勢
を
食
い
破
り
、「
荒
ん
だ

勇
気
」
を
喚
起
す
る
の
だ
。
彼
の
輪
郭
は
標
準
語
圏
の
な
か
に
お
い
て
ふ
た
た
び

薄
ら
ぎ
、空
虚
な
自
己
と
言
葉
の
揺
ら
ぎ
、「
無
感
動
」
へ
の
力
な
い
抵
抗
と
し
て
、

女
房
の
こ
と
ば
を
怒
鳴
り
つ
け
る
。

「
蜆
」
の
〈
僕
〉
は
ま
る
で
物
語
に
匿
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、「
酔
い
」
に

お
い
て
の
み
ひ
ら
か
れ
て
お
り
、「
偽
者
ば
か
り
」
の
世
の
中
を
退
屈
に
思
う
人

物
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、〈
僕
〉
を
、
過
去
に
「
本
物
」
の
溢
れ
た
日
々
を
過
ご

し
た
人
物
と
し
て
読
ん
だ
。「
蜆
」
の
物
語
空
間
が
「
敗
戦
後
日
本
」
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
、〈
僕
〉
の
「
郷
愁
」
を
呼
び
起
こ
す
〈
男
〉
の
外
套
の
着
心
地
と

匂
い
は
「
軍
需
用
の
毛
皮
材
料
」
が
も
た
ら
し
て
お
り
、〈
僕
〉
は
敗
戦
と
い
う

出
来
事
に
冷
た
く
突
き
放
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
敗
戦
と
い
う

疎
外
に
よ
っ
て
未
来
へ
の
展
望
を
喪
失
し
、
現
在
の
彼
は
「
明
日
」
を
信
じ
ら
れ

な
く
な
っ
た
。
方
途
を
う
し
な
っ
た
〈
僕
〉
は
、
あ
る
一
点
を
目
指
し
て
猛
進
し

て
い
た
日
々
を
「
本
物
」
と
し
て
囲
い
込
み
、そ
の
地
点
へ
の
回
帰
と
し
て
、「
酔

い
」
を
欲
し
た
。「
心
性
と
し
て
の
変
身
願
望
」
や
、戦
後
空
間
か
ら
の
「
離
脱
」、

過
去
へ
の
一
時
的
な
飛
翔
を
望
み
、「
酔
い
」
を
繰
り
返
す
。〈
僕
〉
は
、
人
物
と

し
て
あ
え
て
不
鮮
明
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、「
酔
い
」
の
映
し
出
す
景
色
に
停
滞

し
続
け
、
滲
み
暈
け
て
い
く
曖
昧
な
輪
郭
が
示
さ
れ
て
い
た
。

「
蜆
」
結
末
部
に
お
け
る
、
外
套
の
釦
の
描
写
に
つ
い
て
、〈
僕
〉
が
〈
男
〉
の

外
套
に
垂
れ
下
が
る
釦
を
引
き
ち
ぎ
っ
た
の
は
、売
り
払
わ
れ
る
直
前
に
な
っ
て
、

ふ
た
た
び
着
せ
て
も
ら
っ
た
外
套
の
感
触
が
過
去
を
想
起
さ
せ
、
か
ろ
う
じ
て
吊

り
下
が
る
釦
の
姿
が
〈
僕
〉
に
余
韻
を
残
し
た
た
め
で
は
な
い
か
。
釦
は
、
未
来

や
展
望
を
喪
失
し
た
彼
に
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
釦
に
は
用
途
も

な
に
も
な
い
。〈
僕
〉
は
釦
を
下
宿
の
子
供
に
や
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
子
供
が
釦

を
お
弾
き
に
し
て
遊
ぶ
姿
も
見
な
く
な
り
、「
も
う
飽
き
た
ん
だ
ろ
う
」
と
〈
僕
〉

は
語
る
。
釦
は
、
下
宿
の
子
供
の
手
先
で
十
分
に
捏
ね
ら
れ
て
「
飽
き
ら
れ
」
て

い
く
。「
酔
い
」
を
繰
り
返
し
て
停
滞
す
る
〈
僕
〉
の
よ
う
に
、
過
ぎ
行
く
時
間

の
な
か
で
置
き
去
り
に
さ
れ
、
疎
外
さ
れ
た
地
平
で
停
止
し
続
け
る
の
だ
。

〈
僕
〉
が
〈
男
〉
に
対
し
て
「
会
い
た
い
気
持
も
別
段
起
ら
な
い
」
の
は
、
回

想
す
る
限
り
に
お
い
て「
退
屈
」で
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、下
宿
の
子
供
に
渡
っ

た
釦
の
よ
う
に
、〈
僕
〉
の
こ
の
回
想
も
ま
た
い
つ
ま
で
も
退
屈
を
凌
ぎ
つ
づ
け

ら
れ
る
、
飽
き
が
こ
な
い
、
と
は
断
言
で
き
な
い
。

豊
島
与
志
雄
は
随
筆
「
風
景
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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　あ
ら
ゆ
る
信
念
の
崩
壊
を
一
度
く
ぐ
り
ぬ
け
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
は
、

遁
走
が
発
足
で
あ
り
、
発
足
が
遁
走
で
あ
る
。(

中
略)

明
か
な
の
は
現
在

が
安
住
の
地
で
な
い
こ
と
、
そ
し
て
た
だ
発
足
と
建
設
。

彼
は
さ
ら
に
、「
目
標
不
明
の
発
足
は
彷
徨
に
終
り
、
内
容
不
明
の
建
設
は
徒

労
に
終
る
」
と
続
け
た
。
無
論
、〈
男
〉
は
「
信
念
の
崩
壊
を
一
度
く
ぐ
り
ぬ
け
」

た
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
先
の
章
で
述
べ
た
よ
う
に
〈
僕
〉
も
ま
た
〈
男
〉
に
先
ん

じ
て「
信
念
の
崩
壊
」が
あ
っ
た
、そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。〈
男
〉

の
遁
走
は
「
安
住
の
地
」
を
求
め
、
闇
屋
へ
転
向
す
る
こ
と
で
発
足
さ
れ
た
。
一

方
、〈
僕
〉
の
遁
走
は
「
酔
い
」
に
よ
っ
て
発
足
さ
れ
る
が
、
目
に
見
え
る
標
の

な
い
そ
れ
は
彷
徨
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

「
蜆
」は
、自
分
自
身
を
世
間
に
織
り
込
む
た
め
に
彫
り
込
ま
れ
て
い
た
信
念
が
、

自
身
の
本
心
や
真
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
を
問
い
か
け
、
停
滞
し
た
現
実
を

前
に
信
念
か
ら
脱
出
す
る
さ
ま
を
シ
ニ
カ
ル
に
描
い
た
。

自
己
の
信
念
の
真
偽
を
判
断
で
き
る
材
料
が
自
身
の
手
元
に
な
い
ま
ま
懸
命
に

信
奉
し
続
け
る
こ
と
の
危
う
さ
の
一
方
で
、
結
末
部
で
〈
男
〉
が
「
一
人
が
幸
福

に
な
れ
ば
、
そ
の
量
だ
け
誰
か
が
不
幸
」
に
な
る
空
間
と
し
て
「
今
」
を
認
識
し

た
よ
う
に
、
外
套
や
リ
ュ
ッ
ク
、
釦
の
所
有
の
移
り
変
わ
り
、
反
復
さ
れ
る
〈
僕
〉

の
「
酔
い
」
な
ど
は
、
生
き
抜
く
た
め
に
手
放
す
も
の
、
押
合
い
へ
し
合
い
し
な

が
ら
手
放
さ
れ
た
も
の
、
手
放
し
て
は
い
け
な
い
も
の
が
個
人
単
位
で
意
識
さ
れ

て
い
く
と
い
っ
た
時
世
を
も
表
し
て
い
た
。

〈
僕
〉は
酔
い
を
、〈
男
〉は
リ
ュ
ッ
ク
を
担
ぎ
、「
駅
の
前
で
手
を
振
っ
て
別
れ
た
」

二
人
は
、今
ま
さ
に
そ
の
時
間
の
な
か
を
蠢
い
て
い
る
。「
醜
悪
」
な
地
平
で
、「
不

幸
に
突
き
落
」
と
さ
れ
ぬ
よ
う
、〈
僕
〉
は
輪
郭
を
融
解
さ
せ
、〈
男
〉
は
輪
郭
を

凝
固
さ
せ
な
が
ら
生
き
延
び
て
い
く
。
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蜆
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