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『
三
四
郎
』
は
夏
呂
激
石
の
作
品
の
位
か
で
は
、
愛
す
べ
き
、
軽
快
位
、
気
楽
に
よ

ん
で
楽
し
め
る
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
草
枕
』
の
余
裕
を
う
す
め
た
よ
う
な
、

『
虞
美
人
草
」
や
『
そ
れ
か
ら
』
の
道
義
や
文
明
論
を
軽
妙
化
し
た
よ
う
な
、
楽
し
い

け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
淡
彩
な
作
品
と
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
高
い
評
価
は
得
て
い
な
い
よ
う

で
も
あ
る
。

人
を
知
る
に
、
そ
の
巧
ま
な
い
自
然
の
姿
か
ら
出
発
す
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
、

意
識
せ
ず
に
と
っ
て
い
る
自
然
な
方
法
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
『
三
四
郎
』
論
に
は
、

そ
の
人
の
激
石
論
全
体
の
傾
向
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
、
と
私
は
思
う
。
『
一
二
四
郎
』

の
淡
彩
軽
快
な
楽
し
さ
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
激
石
論
が
こ
の
作
を
軽
く

避
け
て
い
る
。
し
か
し
、
『
三
四
郎
』
は
他
の
激
石
作
品
に
対
し
て
一
一
種
、
水
平
線
の

よ
う
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

森
田
草
平
に
次
の
文
章
が
あ
る
。

広
田
先
生
に
し
て
か
ら
が
、
あ
れ
を
先
生
自
身
だ
と
は
決
し
て
云
わ
れ
な
い
。

が
、
向
処
や
ら
先
生
の
に
お
い
は
す
る
。
こ
の
先
生
の
周
囲
の
雰
囲
気
が
窺
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
の
作
が
あ
れ
だ
け
当
時
の
世
聞
に
喜
ば
れ
た
所
以
で
も
あ

佐

野

金

之

助

(
「
夏
目
激
石
」
・
長
篇
時
代
)

お
そ
ら
く
、
『
三
四
郎
』
が
今
日
ま
で
楽
し
み
読
ま
れ
て
き
た
理
由
も
、
当
時
よ
ろ

こ
び
迎
え
ら
れ
た
理
由
と
童
公
り
合
っ
て
い
る
。
明
治
末
年
の
社
会
や
文
壇
の
気
流
を

パ
ァ
ク
に
置
く
な
ら
、
こ
の
作
品
が
、
あ
た
か
も
、
新
聞
紙
面
で
小
説
欄
が
怠
ぬ
き
の

作
用
を
す
る
と
同
様
ぽ
爽
快
さ
を
人
々
に
与
え
た
だ
ろ
号
と
推
察
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
事
伝
こ
と
は
、
「
先
生
の
周
囲
の
雰
囲
気
が
窺
わ
れ
る
」
と
草
平
が

い
っ
た
事
情
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
読
者
が
、
作
家
の
私
生
活
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ

る
と
い
う
私
小
説
の
魅
力
と
は
何
の
か
か
わ
句
も
伝
い
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

長
谷
川
如
是
関
氏
は
新
聞
記
者
と
し
て
先
生
の
同
僚
の
一
人
で
あ
る
ば
か
り
で

往
く
、
又
先
生
の
知
己
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
日
頃
氏
と
同
席
し
た
時
、
私
は
氏

に
向
っ
て
、

ろ
う
。
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「
あ
伝
た
の
許
へ
は
若
い
人
達
が
集
っ
て
来
る
で
し
ょ
う
が
、
激
石
先
生
の
許
へ

集
っ
た
連
中
の
持
っ
て
い
た
よ
う
な
気
持
が
、
今
の
若
い
連
中
に
多
少
で
も
残
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
ね
」
と
訊
い
て
見
た
。
氏
は
か
ら
か
ら
と
笑
っ
て
、

「
そ
り
ゃ
君
、
あ
の
時
分
だ
っ
て
あ
れ
は
特
別
だ
よ
。
あ
ん
な
師
弟
の
関
係
は
音

だ
っ
て
あ
り
キ
し
な
い
」
と
再
び
か
ら
か
ら
と
笑
い
つ
づ
け
ら
れ
た
。
(
間
前
・

師
弟
の
情
誼
)

森
田
草
平
の
こ
の
文
章
は
、
私
に
は
、

「
三
四
郎
』
の
モ
チ
ー
フ
を
考
え
る
う
え
で
、



極
め
て
重
要
伝
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ゐ
る
い
は
、
今
日
の
読
者
は
「
三
四
郎
』
に
明
治
の
青
春
を
、
遠
く
去
っ
た
学
生
風

俗
を
懐
し
む
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
事
情
は
、
如
是
閑
の
語
る
よ
う
に
当
時
、
明
治

の
四
十
年
代
に
お
い
て
だ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
青
春
が
あ
る
は
ず
は
芯
か
っ
た
。
つ
ま

り
当
時
の
読
者
も
ま
た
、
現
実
の
学
生
風
俗
と
し
て
そ
れ
を
読
ん
だ
の
で
は
往
く
、
特

殊
な
現
実
と
し
て
楽
し
ん
だ
の
で
あ
る
υ

こ
こ
で
当
時
の
読
者
と
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の

『
三
四
郎
』
を
読
む
心
が
重
な
る
。

し
か
し
、
激
石
周
辺
の
特
殊
な
雰
囲
気
が
よ
ろ
こ
ば
れ
た
と
い
う
『
三
四
郎
』
の
軽

快
性
は
、
通
俗
小
説
的
伝
娯
楽
性
で
は
仕
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
広
田
先
生
を
通
し
て

あ
ら
わ
れ
る
文
明
論
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
が
軽
薄
さ
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と

で
は
な
い
。
『
三
四
郎
』
に
、
文
明
批
評
的
な
面
や
知
識
階
級
の
嵐
俗
戯
画
を
見
る
説

は
、
論
者
が
作
者
と
異
っ
た
視
座
に
意
識
的
に
立
つ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と
え

ば
、
そ
れ
は
『
猫
』
や
『
虞
美
人
箪
』
や
『
そ
れ
か
ら
』
に
あ
ら
わ
れ
る
激
石
の
他
の

面
を
そ
の
.
ま
ま
『
三
四
郎
』
に
も
ち
こ
む
性
急
さ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
口
に
言
え
ば
、
『
三
四
郎
』
の
魅
力
ば
〈
現
実
で
は
な
い
現
実
〉
の
軽
快
伝
楽
し

き
で
あ
り
、
激
石
自
身
に
と
っ
て
も
、
心
安
ら
ぐ
世
界
の
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
作

者
に
と
っ
て
、
夢
で
あ
り
現
実
で
あ
っ
た
。
現
実
で
あ
り
、
か
つ
夢
で
あ
っ
た
0
1
1
6

草
平
と
如
是
関
の
こ
と
ば
か
ら
『
一
二
四
一
郎
』
の
世
界
を
推
測
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
、
も
う
一
枚
激
石
を
加
え
る
な
ら
、
そ
の
〈
現
実
〉
が
、

「
昔
だ
っ
て
あ
り
ゃ
し
な
い
」
現
実
で
あ
っ
た
と
い
う
風
俗
的
な
意
味
を
は
る
か
に
こ

え
て
、
激
石
自
身
の
内
部
か
ら
、
そ
の
夢
を
崩
壊
さ
せ
る
不
安
が
常
住
つ
き
ま
と
っ
て

い
た
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
し
く
八
夢
〉
で
あ
っ
た
。
そ
の
八
現
実
で
伝
い
現
実
〉
を

自
分
に
と
っ
て
本
当
の
意
味
あ
る
現
実
に
転
生
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
内
な
る
声
を

聞
き
つ
.
つ
け
て
い
た
激
石
に
と
っ
て
、
乙
の
世
界
が
仮
の
も
の
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い

る
意
味
で
、
ま
さ
し
く
〈
夢
〉
で
あ
っ
た
。
作
品
『
三
四
郎
』
の
モ
チ
ー
フ
と
特
質
が

こ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
三
部
作
(
『
三
四
郎
』
『
そ
れ
か
ら
』
J

O

『
門
』
〉
の
構
図
も
、
そ
乙
か
ら
自
然
に
形
づ
く
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

2 

『
三
四
郎
』
は
、
青
春
小
説
で
あ
り
教
養
小
説
で
あ
り
(
瀬
沼
茂
樹
)
、
恋
愛
小
説

で
あ
る
(
吉
田
精
一
)
。
知
識
階
級
の
風
俗
戯
画
で
あ
り
退
屈
芯
小
説
で
あ
る
(
江
藤

淳
〉
。
あ
る
い
は
激
石
の
暗
い
人
間
存
在
観
の
あ
ら
わ
れ
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
c

こ
の
作
が
島
崎
藤
村
の
『
春
』
に
つ
い
で
朝
日
新
簡
に
掲
載
さ
れ
、
森
鴎
外
が
こ
れ

を
読
ん
で
『
青
年
』
を
書
い
た
と
い
う
事
情
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
青
春
小
説
と
い

っ
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
問
題
は
、
ど
う
い
う
青
春
小
説
で
あ
る
の
か
1
1
そ
こ
に
書

か
れ
た
よ
う
な
青
年
時
代
を
一
度
も
体
験
し
た
乙
と
の
な
か
っ
た
激
石
の
、
そ
れ
は
ど

う
い
う
青
春
小
説
、
い
や
、
ど
う
い
う
八
小
説
〉
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
が
『
三
四

郎
』
論
の
初
め
で
あ
り
、
終
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
三
四
郎
』
の
モ
チ
ー
フ
や
主
題
に
直
接
間
接
影
響
を
与
え
た
も
の
に
、
前
作
『
坑

夫
』
と
草
平
の
『
煤
煙
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
作
者
が
、
青
年
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
と

し
て
と
り
あ
げ
た
の
は
、
『
坑
夫
』
と
『
三
四
郎
』
だ
け
だ
と
言
っ
て
も
い
い
過
ぎ
で

は
な
い
と
思
う
が
、
単
に
、
そ
う
い
ろ
取
材
上
の
関
連
の
み
な
ら
ず
、
一
青
年
の
実
話

を
も
と
に
し
た
『
坑
夫
』
に
よ
っ
て
、
偶
然
に
も
た
ら
さ
れ
た
激
石
の
内
的
な
経
験
が

『
三
四
郎
』
の
世
界
を
規
制
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
本
論
の
主
題
の
一
つ
で
あ
る
が

後
に
詳
述
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
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も
う
一
つ
の
、
森
田
草
平
と
平
塚
雷
鳥
の
、
い
わ
ゆ
る
「
煤
煙
」
事
件
(
明

4
8〉

は
、
『
三
四
郎
』
起
稿
の
約
半
年
前
に
起
き
て
い
る
。

激
石
が
の
ち
に
早
稲
田
文
学
の
記
者
に
語
っ
た
(
「
文
学
雑
話
」
明

U
・
凶
)
よ
う

に
、
ズ

i
デ
ル
マ
ン
の
『
ア
シ
ダ
イ
イ
ン
グ
・
パ
ス
ト
』
の
女
主
人
公
が
男
を
追
っ
か



け
で
キ
ャ
プ
テ
ィ
ベ

l
ト
す
る
仕
万
が
い
か
に
も
巧
妙
複
雑
で
、
「
私
は
こ
の
女
そ
評

7
y
コン

νヤ
虫
・
レ
b
世
話
早
1
r

し
て
『
無
意
識
な
鍾
書
家
』
'
|
|
偽
善
家
と
訳
し
て
は
悪
い
が

l
lと
言
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
巧
言
令
色
が
、
努
め
て
す
る
の
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
天
性
の

発
露
の
ま
h

で
男
を
檎
に
す
る
と
こ
ろ
、
も
ち
ろ
ん
善
と
か
惑
と
か
の
道
徳
的
観
念
も

無
い
で
、
遣
っ
て
ゐ
る
か
と
患
は
れ
る
や
う
な
も
の
で
す
・
・
・
・
」
と
の
べ
、
倫
理
徳
義

を
離
れ
て
人
閣
の
心
理
生
理
に
、
当
然
と
は
い
い
芯
が
ら
非
常
な
興
味
を
も
っ
て
い
た

作
者
が
、
草
平
が
『
煤
煙
』
の
草
稿
を
書
い
て
い
る
の
に
対
し
て
「
そ
ん
佐
ら
僕
は
例

の
『
無
意
識
な
る
偽
善
者
』
を
書
い
て
み
よ
う
」
と
話
し
た
、
そ
こ
に
美
称
子
と
い
う

女
性
が
つ
く
ら
れ
た

i
!
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

問
題
は
「
無
意
識
な
偽
善
(
芝
居
が
原
義
〉
」
と
い
う
こ
と
ば
の
無
意
識
に
あ
右
。

激
石
の
興
味
は
、
ズ
l
デ
ル
マ
ン
の
書
い
た
フ
エ
リ
シ
タ
ス
(
ヒ
ロ
イ
ン
)
の
天
性
の

発
露
の
ま
ま
に
男
を
檎
に
す
る
、
天
然
自
然
な
性
向
に
ひ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

『
煤
煙
」
の
女
を
、
「
無
意
識
な
偽
善
者
と
見
れ
ば
云
々
」
と
話
し
た
激
石
に
、
そ

の
時
、
雷
鳥
が
意
識
的
な
女
と
し
て
う
つ
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
そ
こ
に

『
煤
煙
』
と
『
三
四
郎
』
の
モ
チ
ー
フ
の
か
く
れ
た
対
立
が
あ
る
。
フ
エ
リ
シ

9
ス
に

激
石
を
引
き
つ
け
た
も
の
が
、
作
者
の
巧
み
な
技
法
に
の
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
天
性

自
然
な
も
の
の
発
露
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
美
祢
子
の
創
造
に
激
石
が
意
図
し
た
も
の

が
、
意
識
的
な
芝
居
・
人
工
的
伝
作
為
と
は
げ
し
く
抵
触
し
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

『
三
四
郎
』
の
モ
チ
ー
フ
を
、
か
り
に
、
激
石
内
部
の
八
自
然
の
情
〉
の
発
露
と
呼

ん
で
お
ζ
う
。
(
発
露
と
い
う
表
現
は
、
作
者
が
八
自
然
の
情
〉
を
保
つ
た
め
に
そ
そ

い
だ
み
る
種
の
抑
制
を
考
え
て
い
る
私
に
は
、
ぴ
っ
た
り
し
た
表
現
で
は
な
い
が
。
)

美
祢
子
も
ま
た
乙
の
八
自
然
の
情
〉
で
つ
つ
ま
れ
た
、
作
者
の
愛
す
る
女
性
の
一
人
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
後
花
、
激
石
は
『
媒
煙
』
を
次
の
よ
う
に
批
評
す
る
こ
と
に
怠
る
の

で
あ
る
υ煤

姻
は
劇
烈
芯
り
。
し
か
も
も
っ
と
も
と
思
ふ
と
こ
ろ
な
し
。
乙
の
男
と
こ
の

、
女
U
J川
円
前
十
ト
ヂ
ヨ
ー
ギ
ば
普
通
の
人
跡
ぴ
脚
、
以
前
小
お
応
、
伊
広
、
宇
一
2
4
R
F同弔問広一品川
trじ。

・
・
・
行
雲
流
水
、
自
然
本
能
の
発
動
は
乙
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
乙
の
男
と
こ
の

女
は
世
紀
末
の
人
工
的
パ
ッ
シ
ョ
ン
の
た
め
に
囚
は
れ
て
、
し
か
も
、
そ
れ
に
得

意
な
り
。
そ
れ
が
自
然
の
極
端
と
思
へ
り
。
だ
か
ら
気
の
毒
で
あ
る
。
神
聖
の
愛

は
文
字
を
離
れ
言
説
を
離
る
。
ハ
イ
カ
ラ
に
し
て
よ
く
味
は
ひ
得
ん
や
。
(
自
記

・
明
刊
u

・
s
-
6
)

日
記
と
は
い
え
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
激
石
の
非
難
の
熱
っ
ぽ
き
は
、
一
作
品
の
批

評
と
い
う
域
を
越
え
て
い
る
乙
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

草
平
は
激
石
の
弟
子
の
中
で
は
最
も
風
変
り
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
風
変
り
と
い
え
ば
、
激
石
も
ま
た
そ
れ
に
劣
る
ま
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
二
人

の
情
誼
に
は
、
人
の
う
か
が
い
知
れ
な
い
こ
草
$
か
さ
を
め
っ
た
の
で
多
つ
つ
。
夏
目
伸
六
氏
の

『
父
・
夏
目
激
石
』
が
語
る
と
乙
ろ
で
は
、
師
の
死
後
、
三
重
士
口
や
豊
隆
芯
ど
の
集
つ

込
e
d
e

て
い
る
席
上
で
突
然
、
草
平
が
「
気
障
伝
男
さ
激
石
な
ん
て
。
あ
あ
気
障
な
奴
だ
よ
。

全
く
気
障
な
男
さ
」
と
言
い
出
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
師
の
情
が
、
い
や
と
い

う
ほ
ど
こ
た
え
て
い
た
草
平
の
気
持
が
、
じ
か
に
伝
わ
っ
て
く
る
挿
話
だ
。
お
そ
ら
く

激
石
は
、
深
刻
鮮
と
底
ぬ
け
位
楽
天
性
を
も
っ
て
い
た
草
平
に
特
別
の
危
慎
と
情
愛
を

感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
激
石
の
心
の
動
き
の
中
に
、
私
は
、
師
自
身
が
自

分
の
内
部
に
、
弟
子
の
暗
さ
に
衝
き
動
か
さ
れ
る
何
も
の
か
を
直
覚
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

私
は
さ
き
に
、
『
三
四
郎
』
は
作
者
の
八
夢
〉
で
あ
り
、
八
自
然
の
情
〉
と
い
う
壊

れ
や
す
い
ガ
ラ
ス
張
り
の
夢
密
で
あ
る
と
の
べ
た
。
そ
れ
は
後
花
、
あ
の
修
善
寺
の
大

患
の
余
後
の
安
静
と
な
っ
て
現
実
化
し
た
八
現
実
な
ら
ざ
る
現
実
〉
と
通
じ
る
心
情
で

あ
っ
た
。
『
三
四
郎
』
を
お
お
っ
て
い
る
情
感
は
、
激
石
の
安
静
の
原
液
で
あ
り
、

「
蓋
程
芯
小
さ
き
人
に
生
れ
た
し
」
と
詠
む
心
で
あ
り
、
「
草
枕
』
で
非
人
情
理
論
に

よ
っ
て
作
り
出
そ
う
と
試
み
た
情
で
あ
っ
た
。
『
一
二
四
郎
』
で
は
、
そ
れ
が
よ
り
感
覚
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的
無
作
為
的
に
出
て
お
り
、
作
者
は
、
自
己
の
内
か
ら
自
己
を
包
む
自
然
の
原
液
に
身

を
ま
か
せ
て
青
年
の
世
界
を
写
し
出
そ
う
と
し
た
。
「
田
舎
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
て

東
京
の
大
学
に
は
い
っ
た
三
四
郎
が
新
し
い
空
気
に
触
れ
る
、
そ
う
し
て
同
輩
だ
の
先

輩
だ
の
若
い
女
だ
の
に
接
触
し
て
い
ろ
い
ろ
に
動
い
て
く
る
、
手
聞
は
こ
の
空
気
の
う

ち
に
、
こ
れ
ら
の
人
閣
を
放
す
だ
け
で
あ
る
」
と
予
告
で
作
者
が
語
っ
た
と
こ
ろ
は
、

こ
の
モ
チ
ー
フ
を
素
材
に
即
し
て
の
べ
た
と
み
て
よ
い
の
で
あ
り
、
作
品
は
、
そ
う
い

う
ト
l
ン
の
う
へ
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
青
春
小
説
で
あ
っ
た
。

さ
き
に
掲
げ
た
『
煤
煙
』
評
の
日
記
に
み
ら
れ
る
激
石
の
異
様
な
高
ぶ
り
は
、
一
一
人

の
心
の
牽
引
と
反
撲
を
背
後
に
置
き
、
『
三
四
郎
』
で
作
者
が
抑
制
を
き
か
せ
っ
つ
示

し
た
〈
自
然
の
情
〉
に
『
煤
煙
』
が
与
え
た
重
み
を
想
像
し
て
み
行
弛
け
れ
ば
、
本
当
に

は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
八
自
然
の
情
〉
の
こ
わ
れ
や
す
さ
を
誰
よ
り
も
知
っ
て

い
た
の
は
激
情
を
日
記
に
書
き
つ
け
て
い
る
激
石
自
身
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
煤
煙
』
は
明
治
四
二
年
一
尽
か
ら
朝
日
に
連
載
さ
れ
て
お
り
、
前
記
日
記
は
三
月

六
日
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
激
石
は
『
そ
れ
か
ら
』
を
五
月
=
二
日
に
起
稿
す
る
。
そ

の
中
で
も
、
代
助
の
感
想
と
し
て
「
煤
煙
』
を
批
評
し
、
二
人
の
愛
に
は
誠
が
芯
く
、

主
人
公
に
は
不
安
が
あ
る
ま
い
と
書
い
て
い
る
会
ハ
)
。
お
そ
ら
く
『
そ
れ
か
ら
』
の

想
を
、
〈
情
念
〉
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
構
え
つ
つ
あ
っ
た
激
石
に
は
、
『
煤
煙
』
の
人

工
的
パ
ァ
シ
ヨ
ン
が
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
月
六
日
付
日
記
の
激
情
は

批
評
で
は
な
い
。
そ
の
前
後
に
『
三
四
郎
』
と
『
そ
れ
か
ら
』
の
、
自
然
と
情
念
、
自

己
保
有
と
自
己
主
張
ぞ
ひ
か
え
た
激
石
の
心
を
直
接
乱
し
た
騒
入
者
に
あ
び
せ
て
い
る

怒
り
で
あ
る
。
「
余
は
満
腔
の
同
情
を
以
て
あ
の
手
紙
を
読
み
満
腔
の
同
情
を
以
て
サ

キ
棄
て
た
。
あ
の
手
紙
を
見
た
も
の
は
手
紙
の
宛
名
に
か
い
で
あ
る
夏
目
金
之
助
丈
で

あ
る
よ
(
草
平
の
暗
い
生
い
立
ち
を
き
い
た
激
石
は
そ
う
書
き
送
っ
て
い
る

i
l
明
却

、
宝
守
ギ

e

-
ω
-
U森
田
宛
書
簡
。
)
と
い
う
師
と
、
「
気
障
な
奴
だ
」
と
言
っ
た
弟
子
が
、
そ
の

背
後
に
い
る
。

s 

八
自
然
の
障
問
〉
に
は
か
な
ら
ず
安
定
と
空
白
の
感
じ
が
つ
き
ま
と
う
。
激
石
に
と
っ

て
そ
れ
は
、
自
然
の
平
安
で
あ
り
、
か
つ
仮
の
世
界
だ
と
い
う
八
現
実
で
な
い
現
実
V

惑
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
倫
理
で
も
思
想
で
も
芯
い
。
素
直
に
『
三
窃
郎
』
を
読
め
ば
、

そ
こ
に
安
生
の
感
じ
と
不
足
の
感
じ
、
快
さ
と
何
も
の
か
の
稀
薄
さ
を
感
じ
る
は
ず
だ

と
思
ろ
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
作
者
の
も
の
で
も
あ
っ
た
と
弘
は
思
う
。

明
ら
か
に
作
者
は
、
愛
に
踏
み
出
そ
う
と
し
、
倫
理
に
踏
み
出
そ
う
と
し
、
文
明
批

評
・
現
実
批
評
に
踏
み
出
そ
う
と
し
て
、
み
ず
か
ら
た
づ
位
を
ひ
か
え
て
八
自
然
〉
を

保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
、
〈
夢
〉
が
『
三
四
郎
』
に
お
い
て
成
功
し
て
い
る

の
だ
。作

中
、
作
者
の
思
想
を
最
も
代
表
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
広
田
先
生
ほ
、
三
四
郎
か

ら
み
る
と
、
「
丁
度
案
内
者
が
古
戦
場
を
説
明
す
る
様
な
も
の
で
、
実
際
を
遠
く
か
ら

眺
め
た
地
位
に
自
ら
を
置
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
頼
る
楽
天
の
趣
が
あ
る
よ
実
は
こ
れ

が
作
者
の
〈
夢
〉
な
の
で
あ
り
、
広
田
先
生
、
つ
ま
り
文
明
批
評
を
そ
の
〈
夢
〉
の
間

尺
に
合
わ
せ
て
「
教
場
で
講
義
を
聞
く
」
よ
う
に
現
実
の
生
活
か
ら
退
か
せ
る
の
で
あ

る
。
穴
倉
の
下
で
半
年
余
り
も
光
線
の
圧
力
の
試
験
を
し
て
い
る
野
々
宮
君
も
「
現
実

世
界
と
交
渉
の
な
い
」
位
置
に
い
る
。
美
綿
子
を
「
落
ち
付
い
て
居
て
、
乱
暴
」
だ
と

い
う
先
生
の
乙
と
ば
に
、
三
四
郎
は
、
「
周
囲
に
調
和
し
て
行
け
る
か
ら
、
落
ち
付
い

て
ゐ
ら
れ
る
」
「
伺
処
か
に
不
足
が
あ
る
か
ら
、
底
の
方
で
乱
暴
」
な
の
だ
と
考
え
る
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
美
祢
子
も
激
石
そ
の
人
だ
と
思
え
て
く
る
ほ
ど
の
人
物
で
、
こ
れ
を

客
観
視
し
批
判
す
る
鉾
先
を
抑
制
し
な
が
ら
筆
を
と
っ
て
い
る
作
者
の
心
づ
か
い
を
離

れ
る
な
ら
、
『
三
四
郎
』
と
い
う
作
品
を
乙
わ
す
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
ま
た
、
小
宮
氏
が
「
広
田
先
生
は
、
生
れ
落
ち
る
と
か
ら
高
い
所
に
住
ん
で

ゐ
た
人
の
や
う
に
、
委
如
と
し
て
高
い
所
に
ゐ
て
、
委
如
と
し
て
人
生
を
傍
観
し
、
然
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も
自
分
が
高
い
所
に
ゐ
る
事
を
、
鼻
の
先
に
ぶ
ら
下
げ
な
い
、
十
分
修
業
の
出
来
て
ゐ

る
人
間
で
あ
る
」
と
解
説
す
る
の
は
、
儲
か
れ
た
結
果
に
す
ぎ
往
い
の
で
、
「
あ
ま
り

に
高
い
所
に
立
っ
て
ゐ
た
」
と
い
う
よ
う
伝
言
葉
は
、
作
品
を
素
通
り
し
て
師
の
幻
を

み
て
い
る
誤
り
が
濃
い
。

乙
の
作
品
の
な
か
の
文
明
論
は
、
広
田
先
生
の
、
日
本
は
「
亡
び
る
ね
」
「
日
本
よ

り
頭
の
中
の
万
が
広
い
で
せ
う
」
「
囚
は
れ
ち
ゃ
駄
目
だ
。
い
く
ら
日
本
の
為
を
思
つ

D
H
-

た
っ
て
歎
買
の
引
倒
し
に
な
る
計
り
だ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
代
表
さ
れ
る
。
『
野
分
』

の
道
義
論
や
『
虞
美
人
草
」
の
哲
学
は
も
ち
ろ
ん
、
『
そ
れ
か
ら
」
の
代
助
の
「
社
会

的
事
実
」
(
道
徳
の
出
発
点
と
考
え
て
い
る
。
)
に
立
っ
た
現
実
批
評
に
比
べ
て
み
た
ら
、

そ
れ
は
リ
リ
カ
ル
で
さ
え
あ
る
。
代
助
は
、
学
校
騒
動
で
学
生
花
味
方
す
る
大
隈
伯
を

批
評
し
、
生
活
難
か
ら
ス
リ
と
結
托
す
る
刑
事
に
触
れ
、
代
議
士
買
収
の
日
糖
事
件
、

東
洋
汽
船
の
詐
術
、
大
倉
組
の
食
肉
牛
の
た
ら
い
廼
し
、
幸
徳
秋
水
を
と
り
あ
げ
る
、

等
々
、
数
え
あ
げ
れ
ば
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
社
会
批
評
は
作
品
の
モ
チ
ー
フ
が
ど
こ
に

あ
る
か
を
誤
ら
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ふ
た
た
び
言
え
ば
、
『
三
四
郎
』
で
は
文
明
批
評

で
さ
え
リ
リ
カ
ル
で
あ
る
。
小
宮
氏
の
語
り
く
ら
を
ま
ね
れ
ば
、
作
者
は
広
田
先
生
を

も
高
い
所
か
ら
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
、
自
己
内
心
の
〈
自
然
〉
で
つ
つ
む
乙
と
に
よ

っ
て
。

4 

と
こ
ろ
で
、
上
京
し
た
三
四
郎
に
は
三
つ
の
世
界
が
ひ
ら
け
て
く
る
。
第
一
の
世
界

は
遠
い
過
去
の
世
界
で
あ
り
、
平
穏
な
母
・
故
郷
の
世
界
で
あ
る
。
第
二
・
の
世
界
は
学

問
の
世
界
で
あ
り
、
委
如
と
し
た
広
田
先
生
や
野
々
宮
君
が
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、

春
の
如
く
う
ご
く
女
性
の
世
界
が
ひ
ら
け
て
く
る
|
|
作
者
の
叙
述
に
し
た
が
え
ば
そ

う
い
う
乙
と
に
な
る
。

三
つ
の
世
界
は
、
し
か
し
一
様
の
世
界
で
あ
る
。
第
一
の
世
界
は
、
直
接
、
一
事
件
を

起
き
な
い
、
つ
ま
り
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
と
い
う
に
、
そ
れ
は
作
者
の
、
し
た

が
っ
て
作
品
の
奥
底
に
あ
る
〈
自
然
〉
と
等
質
で
、
第
二
第
三
の
世
界
を
包
ん
で
い
る

情
惑
で
あ
る
か
ら
だ
。
警
か
れ
る
必
要
は
な
い
、
い
や
全
篇
い
た
る
と
乙
ろ
に
書
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
要
す
る
に
、
国
か
ら
母
を
呼
び
寄
せ
て
、
美
し
い
細
君
を
迎
へ

て
、
さ
う
し
て
身
を
学
問
に
委
ね
る
に
越
し
た
事
は
な
い
よ
持
情
を
理
に
即
し
て
語

る
の
が
激
石
の
性
癖
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

私
は
す
で
に
第
二
の
世
界
に
つ
い
て
の
べ
た
。
つ
ぎ
に
第
三
の
女
性
の
世
界
、
青
春

の
世
界
を
書
い
て
み
た
い
。

激
石
は
女
性
を
書
く
の
が
下
手
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
。

理
由
の
第
一
は
、
た
と
え
ば
『
虞
美
人
草
』
の
藤
患
の
よ
う
に
道
義
的
(
反
道
義
と

い
う
形
で
)
要
請
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
女
と
か
、
『
草
枕
』
の
那
美
の
よ
う
に
詩
趣
の

材
と
な
る
奇
警
な
女
と
か
い
う
よ
う
に
、
何
ら
か
の
鋳
型
に
は
め
乙
ん
だ
人
簡
で
あ
っ

た
乙
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

激
石
に
女
が
描
け
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
原
因
に
は
、
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
重
要

な
性
質
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
『
虞
美
人
草
』
の
「
何
時
咲
い
て
、
伺
時
消
え
る
か
分

ら
な
い
」
小
さ
い
花
の
よ
う
だ
と
書
か
れ
た
小
夜
子
ゃ
、
『
三
四
郎
』
の
よ
し
.
子
の
よ

う
に
、
兄
と
話
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
い
る
と
「
日
当
り
の
い
い
畠
へ
出
た
様
な
心
持
」

に
な
る
と
主
人
公
が
い
う
、
そ
う
い
う
女
の
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
蔓
程
な
小
さ

き
人
に
生
れ
た
し
」
と
詠
ん
だ
心
か
ら
生
れ
て
く
る
。
よ
し
子
は
そ
の
〈
自
然
〉
の
メ

タ
ル
フ
ォ

I
ゼ
だ
。
小
夜
子
は
さ
ら
に
そ
れ
が
、
藤
尾
と
い
う
道
義
的
要
請
の
前
に
お

か
れ
る
こ
と
で
、
古
風
な
世
界
へ
退
い
た
女
で
あ
る
。

八
自
然
〉
の
純
化
さ
れ
た
表
徴
と
な
る
に
つ
れ
て
、
女
性
は
、
書
か
れ
な
じ
形
で
書

か
れ
る
と
い
う
、
作
品
の
持
情
を
か
も
す
役
割
を
も
っ
て
表
面
上
は
従
属
的
役
位
置
に
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そ
の
実
、
そ
れ
は
作
品
に
色
づ
け
す
る
必
須
な
存
在
な

の
だ
が
。
た
と
え
ば
『
そ
れ
か
ら
』
の
美
千
代
は
、
単
に
代
助
の
相
役
で
は
な
い
。

『
門
』
の
お
米
は
開
か
ぬ
禅
門
の
前
で
立
ち
つ
く
す
宗
助
の
罪
の
相
手
で
は

J

な
い
。
つ

い
で
な
が
ら
付
記
す
れ
ば
、
書
か
れ
な
い
形
で
書
か
れ
た
尤
た
る
も
の
は
『
ζ

乙
ろ
』

の
先
生
の
妻
で
あ
る
。
主
人
公
の
像
ハ
思
想
)
は
妻
へ
の
情
愛
に
深
く
っ
つ
ま
れ
て
い

る
と
私
に
は
思
え
る
の
で
み
る
。

し
り
ぞ
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

激
石
の
れ
い
自
然
の
情
〉
を
、
内
な
る
女
性
的
な
も
の
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
内

な
る
f
e
B
一
然
の
意

J
J
V

つ
ま
り
道
義
徳
義
と
し
て
外
発
す
る
意
志
を
男
性
的
な
も
の
と
よ

ぶ
と
す
れ
ば
。

そ
の
女
性
的
な
も
の
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
私
は
巷
聞
い
う
と
こ
ろ
の
、

激
石
の
理
想
の
女
性
像
と
い
う
と
と
き
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
微
総

精
妙
な
情
操
と
し
て
、
行
文
の
機
微
、
文
章
の
滋
養
分
の
よ
う
に
発
酵
し
て
人
を
楽
し

ま
せ
る
、
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
の
底
を
流
れ
る
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。

ン
ポ
ゆ
ル

激
石
の
女
性
的
な
も
の
が
象
徴
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
代
表
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
『
夢

十
夜
」
の
第
一
夜
K
、
山
附
釦
ど
し
て
あ
ら
わ
れ
た
典
型
を
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
『
文
鳥
』

の
一
節
に
読
む
乙
と
が
で
き
る
。

『
夢
十
夜
』
第
一
夜

i
l百
年
、
墓
の
傍
に
坐
っ
て
待
っ
て
い
て
く
れ
と
言
い
残
し

て
女
は
死
ん
で
い
っ
た
。
勘
定
し
き
れ
な
い
ほ
ど
赤
い
日
が
一
頭
の
上
を
通
h
越
し
て
い

っ
た
。
自
分
は
女
に
欺
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
は
じ
め
る
。

「
す
る
と
石
の
下
か
ら
斜
に
自
分
の
方
へ
向
い
て
青
い
撃
が
伸
び
て
来
た
。
見
る

聞
に
長
く
な
っ
て
丁
度
自
分
の
胸
の
あ
た
り
迄
来
て
留
ま
っ
た
。
と
思
ホ
と
、
す

ら
り
と
揺
ぐ
墾
の
頂
花
、
、
い
弥
首
を
領
小
て
ゐ
む
掛
品
川
一
輸
の
警
が
、
ふ
っ
く

ら
匂
鱗
が
聞
い
た
。
真
白
な
百
合
が
鼻
の
先
で
骨
に
徹
へ
る
程
匂
っ
た
。
そ
乙
へ

輔
の
上
か
ら
、
ぽ
た
り
と
露
が
落
ち
た
の
で
、
花
は
自
分
の
重
み
で
ふ
ら

f
kと

動
い
た
。
自
分
は
首
を
前
へ
出
し
て
冷
た
い
露
の
滴
る
、
白
い
花
畑
慣
に
接
吻
し
た
。

自
分
が
百
合
か
ら
顔
を
離
す
拍
子
に
思
は
ず
、
遠
い
空
を
見
た
ら
、
暁
の
墨
が
た

、
っ
た
一
つ
瞬
い
て
ゐ
た
。
『
百
年
は
も
う
来
て
ゐ
た
ん
だ
な
』
と
此
の
時
始
め
て

気
が
付
い
た
よ

『
夢
』
と
題
し
た
作
っ
た
文
章
だ
け
に
、
か
え
っ
て
一
一
種
硬
質
な
文
体
の
美
し
さ
を

通
し
て
、
私
の
い
う
八
女
性
的
〉
な
も
の
が
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
知

的
な
文
章
か
ら
情
的
な
表
現
に
移
る
之
、
有
名
な
『
文
鳥
』
の
文
章
に
な
る
。
昔
美
し

い
女
を
知
っ
て
い
た
。
紫
の
帯
上
げ
の
房
で
首
筋
の
細
い
あ
た
り
を
撫
で
た
ら
、
女
は

も
の
う
気
に
後
を
向
い
た
。
限
尻
と
口
元
に
笑
が
萌
し
、
恰
好
の
好
い
頚
を
一
屑
ま
で
す

く
め
て
い
た
。
「
文
鳥
、
が
自
分
を
見
た
時
、
自
分
は
不
図
此
の
女
の
事
を
思
ひ
出
し
た

。一
1

1

首
筋
の
美
し
さ
が
く
り
返
し
描
か
れ
る
が
、
江
藤
淳
氏
が
、
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
と

女
の
イ
メ
;
ジ
の
交
錯
は
こ
の
作
品
の
最
も
美
し
い
部
分
で
あ
る
、
と
指
摘
し
た
と
こ

ろ
が
向
よ
り
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
私
見
で
は
、
も
の
う
さ
と
快
活
さ
と
の
交
流
し
た
平

安
の
情
の
映
像
化
が
激
石
の
小
鳥
で
あ
る
。
次
に
蝿
け
た
『
永
日
小
品
』
の
な
か
の

「
心
」
は
、
鳥
と
女
を
重
ね
て
、
象
徴
と
映
像
、
虚
像
と
実
像
が
融
和
し
た
屈
指
の
名

文
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
作
品
に
し
た
が
っ
て
文
章
を
味
わ
っ
て
み
よ
う
。

二
階
の
手
摺
に
侍
っ
て
い
る
と
鴬
に
似
た
小
鳥
が
と
ん
で
く
る

1
1
1
0

「
自
分
と
鳥
の
関
は
僅
か
一
尺
程
に
過
ぎ
な
い
。
自
分
は
半
ば
無
意
識
に
右
手

を
美
し
い
鳥
の
方
へ
出
し
た
。
鳥
は
柔
・
か
な
翼
と
、
華
事
告
な
足
と
、
抽
出
を
打
つ
胸

の
凡
て
を
挙
げ
て
、
其
の
運
命
を
自
分
に
託
す
る
も
の
〉
如
く
、
向
ふ
か
ら
わ
が

手
の
中
に
、
安
ら
か
に
飛
ぴ
移
っ
た
。
自
分
は
其
の
時
丸
味
の
あ
る
頭
を
上
か
ら

眺
め
て
、
此
の
鳥
は
・
・
・
・
と
患
っ
た
。
然
し
此
の
鳥
は
・
・
・
・
の
後
は
ど
う
し
て
も

思
ひ
出
せ
伝
か
っ
た
。
た
Y
心
の
底
の
方
に
其
の
後
が
潜
ん
で
ゐ
て
、
総
体
を
薄

ま
下

く
量
す
様
に
見
え
た
。
此
の
心
の
底
一
面
に
煮
染
ん
だ
も
の
を
、
あ
る
不
可
思
議

は
っ
き
H
，

の
力
で
、
一
所
に
集
め
て
判
然
と
熟
視
し
た
ら
、
其
の
形
は
、

l
l
l
矢
つ
張
り
此
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の
時
、
此
の
場
に
、
自
分
の
手
の
う
ち
に
あ
る
鳥
と
同
じ
色
の
同
じ
物
で
あ
っ
た

ら
う
と
思
ふ
。
自
分
は
直
に
鰭
の
中
に
鳥
を
入
れ
て
、
春
の
白
影
の
傾
く
迄
眺
め

て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
此
の
鳥
は
ど
ん
な
心
持
で
自
分
を
見
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
と
考

へ
た
。
」

や
が
て
散
歩
に
出
た
と
こ
ろ
、
小
路
の
入
口
に
一
人
の
女
が
立
っ
て
い
る
の
に
出
会
っ

た
。
「
百
年
の
苦
か
ら
此
処
に
立
っ
て
、
眼
も
鼻
も
口
も
ひ
と
し
く
自
分
を
待
っ
て
ゐ

た
顔
で
あ
る
。
百
年
の
後
迄
自
分
を
従
へ
て
何
処
迄
も
行
く
顔
で
あ
る
。
」
そ
の
女
の
後

を
追
っ
て
奥
へ
入
っ
て
行
っ
た
。

「
す
る
と
露
次
は
真
黒
な
土
蔵
の
壁
で
行
き
留
っ
た
。
女
は
こ
尺
程
前
に
居
た
。

と
思
ふ
と
、
急
に
自
分
の
万
を
振
り
返
っ
た
。
き
う
し
て
急
に
右
へ
曲
っ
た
。
其

の
時
自
分
の
頭
は
突
然
知
郊
の
鳥
の
心
持
に
変
化
し
た
。
さ
う
し
て
女
に
牢
い
て
、

す
ぐ
右
へ
曲
っ
た
。
右
へ
曲
る
と
、
前
よ
り
も
長
い
露
次
が
、
細
く
薄
培
く
、
ず

っ
と
続
い
て
ゐ
る
。
自
分
は
女
の
黙
っ
て
思
惟
す
る
俵
に
、
此
の
細
く
薄
暗
く
、

し
か
も
ず
っ
と
続
い
て
ゐ
る
露
次
の
中
を
鳥
の
様
に
ど
乙
迄
も
酌
い
て
行
っ
た
。
」

評
家
は
、
激
石
の
初
恋
の
女
を
指
摘
し
理
想
の
女
性
を
描
き
出
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
し
か
し
、
事
が
逆
な
の
だ
。
大
切
な
乙
と
は
、
実
際
に
ど
ん
な
女
が
あ
っ
た
に
し
ろ

無
か
っ
た
に
し
ろ
、
激
石
が
虚
実
の
な
か
に
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
繰
り
か
え
し
追

う
と
乙
ろ
に
、
「
心
の
底
一
面
に
煮
染
ん
だ
」
彼
の
八
自
然
の
情
V
H
内
な
る
女
性
的

な
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
じ
か
に
感
じ
と
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
激
石
に
ど
ん

な
に
慰
藩
を
与
え
て
い
た
か
を
患
い
み
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
「
心
持
首
を
傾
げ
て
ゐ

た
細
長
い
一
一
輪
」
の
百
合
、
否
合
は
激
石
の
好
き
な
花
で
あ
る
(
『
そ
れ
か
ら
』
等
〉
。

百
合
と
女
と
鳥
の
融
和
し
た
幻
像
が
、
「
総
体
を
薄
く
量
す
様
」
な
〈
情
〉
の
な
か
に

浮
ん
で
く
る
、
作
者
は
そ
乙
に
自
分
の
虚
な
る
現
実
を
ゆ
め
み
る
の
だ
。

ふ
た
た
び
『
三
四
郎
』
に
か
え
れ
ば
、
作
者
は
、
よ
し
子
を
そ
の
虚
と
実
の
あ
わ
い

に
描
い
て
い
る
。
「
『
怖
か
っ
た
で
せ
う
』
と
云
ひ
な
が
ら
、
少
し
首
を
横
に
曲
げ
て
、

三
四
郎
を
見
た
。
兄
に
似
て
頚
の
長
い
女
で
あ
る
。
三
四
郎
は
怖
い
と
も
怖
く
な
い
と

も
答
へ
ず
に
、
女
の
頚
の
曲
り
具
合
を
眺
め
て
ゐ
た
。
・
・
・
・
女
は
気
が
附
い
た
と
見
え

て
、
す
ぐ
首
を
真
直
に
し
た
。
さ
う
し
て
蒼
白
い
頬
の
奥
を
少
し
紅
く
し
た
。
三
四
郎

は
も
う
帰
る
べ
き
時
間
だ
と
考
へ
た
。
」

三
四
郎
が
は
じ
め
て
よ
し
子
を
病
院
に
訪
れ
た
場
面
で
、
彼
は
、
よ
し
子
の
表
情
の

な
か
に
、
も
の
う
い
憂
欝
と
快
活
さ
の
統
一
を
見
出
し
て
、
そ
れ
を
「
最
も
尊
き
人
生

の
一
片
」
だ
と
惑
じ
、
そ
の
安
ら
か
な
音
色
に
遠
い
故
郷
の
母
の
影
を
見
る
。

作
品
の
終
り
近
く
で
、
今
度
は
反
対
に
、
風
邪
で
寝
て
い
る
彼
を
よ
し
子
が
見
舞
い

に
く
る
。
作
者
は
こ
こ
で
再
度
、
物
憂
げ
で
快
溜
な
よ
し
子
が
、
頼
み
に
な
る
凡
て
の

慰
藩
を
三
四
郎
の
上
に
も
た
ら
し
た
、
と
害
く
の
で
あ
る
。
頼
み
に
な
る
慰
籍
が
心
の

平
安
を
さ
し
て
い
る
乙
と
は
繰
り
か
え
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
主
人
公
に
と
っ
て
「
日

当
り
の
い
い
畠
へ
出
だ
様
な
心
持
が
す
る
一
よ
し
子
の
存
在
は
、
作
品
全
体
の
パ
ァ
ク

- 19ー

、
ト

l
ン
な
の
で
あ
る
。

美
祢
子
に
つ
い
て
は
、
ま
え
に
も
触
れ
た
が
、
乙
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
て
作
者
の
八
自
然

〉
に
包
み
乙
ま
れ
て
、
三
四
郎
と
同
じ
円
内
を
筒
じ
速
度
で
ま
わ
っ
て
い
る
ζ

と
に
変

り
は
な
い
。
二
十
世
紀
の
人
聞
は
「
偽
善
を
行
ふ
に
露
悪
を
以
て
す
る

J
i
l
l
偽
善

を
行
な
う
の
に
、
相
手
に
か
え
っ
て
偽
善
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
に
意
識
し
て
仕
向
け

て
ゆ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
広
田
先
生
に
そ
う
語
ら
せ
た
観
念
か
ら
作
者
は
、
美
称
子

の
偽
善
・
芝
居
・
据
態
の
ぼ
知
的
酌
薪

r心
理
に
ま
で
退
い
て
く
る
。
外
側
か
ら
見
れ
ば
、

つ
ま
り
徳
義
的
な
視
点
や
文
明
批
評
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
美
祢
子
は
藤
尾
の
後
身
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
内
側
か
ら
、
作
者
の
筆
づ
か
い
か
ら
み
れ
ば
、
彼
女
は
藤
尾
か

ら
引
き
は
な
さ
れ
、
無
意
識
な
芝
居
の
線
に
沿
っ
て
そ
の
描
写
に
は
か
な
り
の
意
が
そ

そ
が
れ
て
い
る
。
激
石
愛
用
の
語
を
か
り
れ
ば
、
美
祢
子
を
描
く
筆
致
も
ま
た
余
裕
抵

徳
の
趣
味
が
お
の
ず
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
無
意
識
な
偽
差



の
主
点
が
h

「
無
意
識
」
に
お
か
れ
て
い
る
と
同
じ
く
、
三
四
郎
が
最
後
に
、
美
祢
子
の

h

再
像
の
前
で
つ
ぶ
や
く
「
治
叩
，
U
勃
」
の
語
に
は
、
宗
教
的
位
、
あ
る
い
は
道
義
上
、

三
女
明
論
上
の
意
味
は
薄
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の
な
ら
、
あ
え
て

で
て
『
三
四
郎
』
と
い
う
個
性
的
な
作
品
を
と
り
上
げ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
乙
の
「
迷
浮
」

戸
の
つ
ぶ
や
き
に
は
、
迷
い
去
っ
た
女
を
追
う
男
の
心
ゃ
、
と
り
残
さ
れ
た
漢
と
し
た
情

緒
が
第
一
に
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
最
初
三
四
郎
に
こ
の
語
を
話
し
た
と
き
の
美
祢

子
の
樟
閣
に
う
つ
り
重
な
り
、
さ
ら
に
ひ
ろ
が
っ
て
、
作
者
の
心
が
全
体
を
お
お
い
つ
つ

む
よ
う
に
な
る
の
だ
。
「
熊
本
よ
り
東
京
は
広
い
。
東
京
よ
り
日
本
は
広
い
。
日
本
よ

り
・
・
・
・
」
「
日
本
よ
り
頭
の
中
の
方
が
広
い
で
せ
う
」
と
い
う
表
現
の
特
色
と
同
様
、

ス
ト
νfJVI7

「
迷
羊
」
に
に
じ
み
で
て
い
る
持
情
性
を
忘
れ
て
は
、
美
祢
子
と
い
う
淡
彩
に
績
か
れ

た
迷
え
る
羊
を
も
見
失
う
乙
と
に
な
る
。
美
祢
子
を
、
「
自
己
の
愛
情
や
本
能
や
要
求

に
誠
実
で
あ
り
た
い
と
願
い
な
が
ら
、
『
現
代
社
会
の
陥
欠
』
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
れ

を
充
し
て
く
れ
な
い
。
女
性
の
魂
と
肉
体
と
は
矛
盾
し
て
、
不
安
に
も
な
れ
ば
、
『
迷

へ
る
羊
』
に
も
な
る
」
(
瀬
沼
茂
樹
『
夏
目
激
石
』
)
と
と
る
の
が
一
つ
の
傾
向
だ
が
、

ス
ト
レ
iuvI7

そ
れ
は
「
迷
羊
」
に
知
性
語
を
見
て
、
持
情
語
を
見
な
い
読
み
方
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

激
石
の
小
説
中
、
結
末
が
リ
リ
カ
ル
に
描
か
れ
た
の
は
、
こ
の
『
三
四
郎
』
が
髄
一
で

あ
る
乙
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

5 

青
春
と
は
、
物
の
用
の
世
界
を
で
き
る
だ
け
抜
き
去
っ
た
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
と

い
え
る
が
、
『
三
四
郎
』
は
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
と
主
題
に
お
い
て
、
そ
ん
な
世
界
を
描

い
た
青
春
小
説
で
あ
る
。

激
石
の
作
品
で
、
「
用
」
を
離
れ
る
と
い
う
課
題
が
、
非
人
情
論
の
よ
う
な
理
窟
で

は
な
く
、
‘
き
わ
め
て
斬
新
な
映
像
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
私
は
前
作
『
坑

夫
』
の
な
か
の
一
文
に
注
目
し
た
い
。
作
家
に
と
っ
て
そ
れ
は
貴
重
な
文
章
体
験
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
ぽ
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
作
品
で
作
者
は
ま
ず
、
主
人
公
の
青
年
を
「
鈍
い
意
識
の
所
有
者
」
と
設
定
し

た
。
乙
の
際
、
意
識
と
は
弁
別
の
能
力
、
情
性
の
意
味
で
、
対
象
を
識
別
し
有
効
性
に

着
目
す
る
能
力
を
き
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
鈍
い
意
識
の
所
有
者
と
は
、
そ
う
い

う
悟
性
の
識
域
に
隣
接
し
た
別
の
世
界
に
、
主
人
公
が
い
る
と
い
う
乙
と
で
、
た
ん
に

も
う
ろ
う
と
自
失
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
|
|
乙
れ
が
、
作
者
が
未
知
の

青
年
か
ら
体
験
談
を
得
て
、
作
品
化
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
青
年
を
、
主
人
公
と

し
て
自
己
化
す
る
に
当
っ
て
設
定
し
た
位
置
生
の
で
あ
る
。
長
い
引
用
に
な
る
が
、
一

見
鷹
場
に
み
え
な
が
ら
細
か
く
神
経
の
行
き
と
ど
い
た
原
文
花
、
作
者
の
意
識
の
深
さ

を
遺
体
験
し
て
み
よ
う
。

家
出
し
た
主
人
公
が
ポ
ン
引
き
に
誘
わ
れ
て
銅
山
に
つ
れ
ら
れ
て
行
き
、
駅
に
降
り

立
っ
た
場
面
で
あ
る
。
「
気
の
遠
く
な
っ
て
ゐ
る
、
凡
て
に
興
味
を
失
っ
た
、
か
な
つ

ぽ
眼
を
開
い
て
見
る
と
、
今
迄
は
汽
車
の
箱
に
詰
め
込
ま
れ
て
、
上
下
四
万
と
も
四
角

に
仕
切
ら
れ
て
ゐ
た
限
界
が
、
は
っ
と
云
ふ
簡
に
、
一
本
筋
の
往
還
を
沿
う
て
、
一
丁

許
り
飛
ん
で
行
っ
た
。
」

と

第
一
に
は
大
道
砥
の
如
し
と
、
成
語
に
も
な
っ
て
ゐ
る
位
で
、
平
た
い
真
直
な

道
γ

は
播
ま
り
の
な
い
爽
公
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
分
り
安
く
云
ふ
と
、
限
を
迷
附

せ
な
い
。
心
配
せ
ず
に
此
万
へ
御
出
と
誘
ふ
様
に
出
来
上
っ
て
る
か
ら
、
少
し
も

遠
慮
や
気
嫌
を
す
る
必
要
が
な
い
。
許
り
ぢ
ゃ
な
い
。
御
出
と
云
ふ
か
ら
一
本
筋

の
後
を
食
ツ
附
い
て
行
く
と
、
何
処
迄
も
行
け
る
。
奇
体
な
事
に
限
が
横
町
へ
曲

り
度
な
い
。
道
、
か
真
直
に
続
い
て
ゐ
れ
ば
ゐ
る
程
、
根
も
真
直
に
行
か
な
く
て
は
、

窮
屈
で
且
つ
不
愉
快
で
あ
る
。
一
本
の
大
道
は
限
の
自
由
行
動
と
平
行
し
て
成
り

上
っ
た
も
の
と
自
分
は
堅
く
信
じ
て
ゐ
る
。
・
・
・
・
軒
並
丈
を
遠
く
迄
追
っ
街
け
て

は
争
、
コ
シ
ド

行
く
と
、
一
塁
が
半
ム
秒
で
限
の
中
に
飛
び
込
ん
で
来
る
。
夫
程
明
瞭
で
あ
る
。
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前
に
云
っ
た
通
り
自
分
の
魂
は
二
日
酔
の
体
た
ら
く
で
、
何
処
迄
も
と
ろ
ん
と

ステ
j
d
ヨ

ン

仇

γ》
勺

、

し
て
ゐ
た
。
所
へ
停
車
場
を
出
る
や
否
や
断
り
な
し
に
此
の
明
瞭
な

l
l
富
呂
に

さ
へ
明
瞭
な
此
景
色
に
ば
っ
た
り
打
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
魂
の
万
で
は
驚
か
な

く
っ
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
又
実
際
驚
い
た
に
は
違
ひ
な
い
が
、
今
迄
あ
や
ふ
や
に
不

精
々
々
に
俳
御
し
て
居
た
情
性
を
一
変
し
て
献
と
な
る
に
は
、
多
少
の
時
一
閣
が
か

か
る
。
自
分
の
前
に
云
っ
た
一
一
檀
妙
な
心
持
ち
と
云
ふ
の
は
、
魂
が
疾
返
り
を
打

た
な
い
さ
き
、
景
色
が
如
何
に
も
明
瞭
で
あ
る
な
と
心
附
い
た
あ
と
、
|
|
|
其

の
際
ど
い
中
聞
に
起
っ
た
心
持
ち
で
あ
る
。
・
・
・
・
仕
合
せ
な
事
に
、
自
分
は
自
分

，J 

の
魂
が
あ
る
特
殊
な
状
態
に
居
た
為
1
1
明
か
伝
州
界
を
明
か
な
り
と
感
受
す
る

程
の
能
力
は
持
ち
な
が
ら
、
是
れ
は
実
感
で
あ
る
と
自
覚
す
る
程
作
用
が
鋭
く
な

か
っ
た
為
l
|
此
の
真
直
な
道
、
此
の
真
直
な
軒
を
、
事
実
に
等
し
い
明
か
な
夢

と
見
た
の
で
あ
る
。
此
の
世
で
な
け
れ
ば
見
る
事
の
出
来
な
い
明
瞭
な
程
度
と
、

はつ

t

s

z

u

ζ

れ
に
伴
ふ
爽
涼
し
た
快
感
を
以
て
、
他
界
の
幻
影
に
接
し
た
と
同
様
の
心
持
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
は
大
き
な
往
来
の
真
中
に
立
っ
て
ゐ
る
。
其
往
来
は
飽

迄
も
長
く
っ
て
、
飽
迄
も
一
本
筋
に
通
っ
て
居
る
。
歩
い
て
行
け
ば
孔
貌
急
行
か

嘩
見
ほ

れ
る
o
M町
長
雲
寺
抜
る
事
は
出
来
る
。
左
右
の
家
は
触
れ
ば
触
る
事
が
出

来
る
。
二
階
へ
上
れ
ば
上
る
事
が
出
来
る
。
出
来
る
と
云
ふ
事
は
ち
ゃ
ん
と
心
得

て
ゐ
な
が
ら
も
、
出
来
る
と
云
ふ
観
念
を
全
く
遺
失
し
て
、
単
に
切
実
な
る
官
能

の
印
象
丈
を
鮮
の
な
か
に
受
け
な
が
ら
立
っ
て
ゐ
た
。

i
l
人
は
、
時
と
し
て
「
自
由
行
動
」
に
身
を
置
く
乙
と
で
、
鈍
い
意
識
の
中
で
「
切

実
な
る
宮
能
の
印
象
」
を
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
爽
快
に
見
る
の
で
あ
る
。
一
本

の
大
道
に
よ
っ
て
主
人
公
は
、
意
識
の
自
由
を
経
験
す
る
、
道
と
い
う
〈
用
〉
を
離
れ

る
ζ

と
で
。
現
実
を
見
て
い
る
の
か
幻
を
見
て
い
る
の
か
、
獄
石
の
筆
は
、
意
識
の
底

深
く
沈
ん
で
、
原
・
嵐
景
、
質
料
的
世
界
を
乙
え
た
形
相
に
達
し
よ
う
と
す
る
。
別
の

言
い
方
を
す
れ
ば
、

ζ

れ
は
一
つ
の
存
在
認
識
で
あ
る
。
「
た
だ
汽
車
を
下
り
る
や
否

や
減
り
込
み
さ
う
な
精
神
が
、
真
直
な
往
来
の
真
中
に
掲
り
出
さ
れ
て
、
お
や
と
眼
を

覚
し
た
ら
、
山
里
の
空
気
が
ひ
や
り
と
、
夕
日
の
間
か
ら
皮
膚
を
冒
し
て
来
た
」
と
、

作
者
は
表
現
す
る
。
自
然
派
な
ら
、
「
山
里
の
ひ
や
り
と
し
た
空
気
に
、
お
や
と
限
を

覚
し
た
」
と
書
く
と
乙
ろ
だ
が
、
乙
乙
で
は
順
序
が
逆
だ
。
作
者
が
主
人
公
と
と
も
に

汽
車
を
降
り
る
、
そ
こ
に
ぱ
っ
と
開
け
た
風
景
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
だ
。
日
常
性
⑤

を
離
れ
て
立
っ
た
空
間
に
意
識
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
本
質
が
開
示
す
る
の
だ
。
こ
れ
は
通

常
雪
一
口
う
と
ζ

ろ
の
客
観
視
で
も
な
け
れ
ば
、
主
観
の
幻
想
で
も
な
い
。
用
を
趨
出
し
た

純
枠
意
識
の
前
で
確
実
に
現
わ
れ
て
く
る
原
・
風
景
と
で
も
い
う
べ
き
存
在
の
形
な
の

で
あ
る
。

も
し
人
間
が
物
の
用
を
無
視
し
得
る
な
ら
ば
、
か
ね
て
物
の
用
を
も
忘
れ
得
る

も
の
だ
と
云
ふ
事
も
信
っ
た
。

乙
の
作
品
は
作
者
が
、
物
の
用
の
外
に
出
た
人
間
の
意
識
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
現
実

を
見
る
乙
と
で
、
そ
の
実
相
を
思
考
発
見
し
て
ゆ
く
作
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
伝
が
ら
言
え
ば
、
物
の
用
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
対
他
的
に
張
り
合
っ
て

い
る
生
存
競
争
の
世
界
で
も
あ
る
。
激
石
の
比
磁
を
か
り
れ
ば
、
自
に
見
え
ぬ
力
で
張

り
合
っ
て
い
る
相
撲
で
あ
る
。
(
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
)
「
人
閣
の
心
は
水
の
様
な

も
の
で
、
押
さ
れ
る
と
引
き
、
引
く
と
押
し
て
行
く
。
始
終
手
を
出
さ
な
い
椙
撲
を
と

っ
て
暮
し
て
ゐ
る
」
と
宮
山
判
夫
』
に
も
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
全
く
新
し
い
材
を
得
た
作
者
に
は
青
年
の
家
出
の
い
き
さ
つ
な
ど
、
ど

う
で
も
よ
か
っ
た
。
自
分
も
ま
た
人
生
の
坑
道
を
手
さ
ぐ
り
で
歩
い
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
主
人
公
に
と
っ
て
自
の
前
は
す
べ
て
曇
っ
て
お
り
、
た
だ
居
た
た
ま
れ
な
い
か

ら
歩
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
よ
う

K
o
-
-そ
う
い
う
パ
ラ
レ
ル
な
響
鳴
が
な
か
っ
た

ら
作
品
は
あ
の
よ
う
に
は
書
か
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
猫
』
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

『
野
分
』
『
虞
美
人
草
』
な
ど
、
倫
理
を
も
含
め
た
用
の
世
界
と
は
違
っ
た
素
材
を
提

供
さ
れ
た
激
石
が
、
そ
れ
を
自
己
の
内
的
現
実
に
引
き
よ
せ
て
歩
き
続
け
た
は
て
に
彼
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は
、
向
う
見
ず
な
坑
夫
た
ち
の
ど
ん
底
の
生
活
と
、
そ
の
た
だ
中
で
彼
ら
を
も
沈
黙
に

突
き
お
と
す
「
無
邪
気
の
極
で
、
文
冷
刻
の
極
で
あ
る
」
死
を
掘
り
起
こ
す
の
で
ゐ
る
。

人
間
の
性
格
は
一
時
間
毎
に
変
る
、
と
い
う
作
中
の
有
名
な
「
無
性
格
論
」
に
し
て

も
、
以
上
の
姿
勢
か
ら
お
の
ず
か
ら
に
生
れ
た
感
想
に
他
な
ら
伝
い
。
以
後
の
作
品
に
、

性
格
の
芯
い
人
物
が
登
場
し
た
わ
け
で
も
何
で
も
伝
い
の
で
、
そ
れ
は
創
作
上
の
主
点

を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
美
祢
子
の
「
無
意
識
」
を
乙
れ
と
関
連
づ
け
る
む

き
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
然
と
い
う
べ
き
で
、
そ
れ
以
上
花
、
作
者
が
『
三
四
郎
』
を

書
乙
う
と
し
、
あ
の
よ
う
に
書
い
た
素
因
、
効
率
を
離
れ
た
青
春
の
行
為
に
作
者
の
心

を
誘
い
、
「
三
四
郎
』
を
安
ら
か
な
余
裕
宿
御
の
滋
味
で
満
た
そ
う
と
し
た
誘
園
花
、

ま
る
で
反
対
に
見
え
る
『
坑
夫
』
の
暗
酪
の
世
界
と
純
粋
意
識
的
な
追
体
験
が
は
た
ら

い
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
一
二
四
郎
』
に
は
ま
だ
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
た
と
"
え
ば
、
不
安
孤
独
、
死
の
観
鼠

が
所
々
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
平
安
を
支
え
、
自
然
の
情
を
自
然
の
情
た
ら

し
め
て
い
る
ゆ
え
ん
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
「
そ
れ
か
ら
』
『
門
』
論
で
と

り
あ
げ
る
予
定
で
あ
る
。
乙
乙
で
は
終
り
に
、
激
石
作
品
の
ユ
ー
モ
ア
に
つ
い
て
付
記

し
て
お
乙
う
。

6 

ユ
ー
モ
ア
は
、
時
と
し
て
、
は
に
か
み
の
変
形
で
あ
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
擬

態
で
あ
る
。
『
坑
夫
』
の
、
心
理
の
追
跡
や
動
機
の
解
剖
の
随
所
に
ユ
ー
モ
ア
が
あ
ら

わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
知
的
作
業
が
和
ら
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
坑
夫
』
で
作
者
は
、

性
格
な
ど
と
い
う
固
定
し
た
ま
と
ま
り
は
無
い
と
き
一
白
っ
た
。
理
知
の
一
貫
性
と
い
う
も

の
が
果
し
て
あ
る
で
あ
ろ
う
か
、
一
貫
性
が
無
け
れ
ば
む
ろ
ん
理
知
は
死
ぬ
。
け
れ
ど

一
貫
性
に
よ
っ
て
人
(
人
物
〉
は
死
ぬ
。
性
格
と
は
理
知
に
よ
る
「
人
」
の

も
ま
た
、

見
せ
か
け
の
一
貫
性
で
は
な
い
か
|
|
そ
う
作
者
は
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

叫
猶
』
や
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
、
『
坑
夫
』
や
『
三
四
郎
』
を
読
ん
で
み
る
と
、
激
石

が
現
実
的
な
素
材
を
と
り
扱
っ
か
う
と
き
、
彼
の
ユ
ー
モ
ア
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
生
命

を
与
え
る
溜
活
油
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
、
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
八
こ
と
ば
〉
の
八
現
実
〉
に
対
す
る
ひ
け
め
か
ら
ユ
ー
モ
ア
は
生
れ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
実
を
転
化
さ
せ
る
比
喰
で
あ
り
、
客
観
を
生
か
す
主
観
の

術
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
客
体
の
強
固
さ
の
申
で
主
体
を
守
る
術
で
も
あ
る
。
激
石
は
、

そ
う
い
う
こ
と
ば
の
術
を
生
来
豊
か
に
も
っ
て
い
た
人
で
あ
り
、
『
三
四
郎
』
で
は
、

そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
に
じ
み
出
て
、
作
品
の
乙
わ
れ
や
す
い
八
自
然
の
情
〉
を
う
る
お

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
生
の
態
度
な
い
し
は
趣
味
と
し
て
余
裕
低
個
と

彼
が
よ
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る
。

が
、
『
三
四
郎
』
を
境
に
そ
う
い
う
ユ
ー
モ
ア
は
影
を
消
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

|
|
不
安
・
孤
独
・
死
を
内
的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
現
実
で
な
い
現
実
ハ
自
然
の
情

〉
と
い
う
仮
象
を
越
え
よ
う
と
試
み
た
『
そ
れ
か
ら
』
の
〈
情
念
〉
の
問
題
と
と
も
に
、

ユ
ー
モ
ア
は
心
の
奥
に
沈
め
ら
れ
た
。

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
そ
れ
か
ら
』
は
、
文
明
論
、
知
識
人
論
、
虚

栄
鍾
言
我
の
潤
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
何
よ
り
も
第
五
、
激
石
の
情
念
論
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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