
      

は
じ
め
に 

 

小
説
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
『
新
潮
』
昭
和
十
五
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
同
年

六
月
、
河
出
書
房
刊
行
の
『
女
の
決
闘
』
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
の
後
中
学
校
の
国

語
教
材
に
登
場
し
た
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の
教
科
書
に
採

録
さ
れ
続
け
、「
ビ
ッ
グ
教
材
」
の
地
位
を
誇
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
こ
の
作
品
が

メ
ロ
ス
と
セ
リ
ヌ
ン
テ
イ
ウ
ス
の
友
情
を
通
し
て
「
義
」
や
「
信
実
」
と
い
っ
た

テ
ー
マ
を
描
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
美
談
」
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
文
学
研
究
の
面
か
ら
も
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
研
究
史
初
期
に
お

い
て
は
作
品
の
テ
ー
マ
を
「
友
情
」「
信
実
」「
美
」
と
し
た
解
釈
が
中
心
と
な
り
、

メ
ロ
ス
や
王
の
人
物
形
成
の
読
解
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

（

１

） 

し
か
し
発
表
年
で
あ
る
昭
和
十
五
年
と
い
う
年
に
目
を
向
け
る
と
、「
走
れ
メ
ロ

ス
」
は
単
な
る
友
情
や
信
実
を
描
い
た
「
美
談
」
と
は
異
な
る
面
を
露
わ
に
し
て

く
る
。
そ
れ
は
当
時
氾
濫
し
て
い
た
国
策
文
学
と
し
て
の
「
美
談
」
群
に
対
す
る

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
、
い
わ
ば
「
反
美
談
」
と
し
て
の
姿
で
あ
る
。 

こ
こ
で
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
発
表
前
後
の
時
代
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お

く
。
昭
和
六
年
九
月
の
満
州
事
変
、
さ
ら
に
昭
和
十
二
年
九
月
の
日
中
戦
争
に
始 

ま
り
、
昭
和
十
六
年
の
太
平
洋
戦
争
、
昭
和
二
十
年
の
ド
イ
ツ
無
条
件
降
伏
、
つ

い
で
日
本
の
無
条
件
降
伏
に
よ
る
戦
争
終
結
に
至
る
ま
で
の
過
程
は
、
宣
戦
布
告

な
き
実
質
戦
争
を
含
む
。
日
本
国
内
に
お
い
て
は
政
府
が
各
界
の
代
表
を
集
め
国

論
の
一
致
を
は
か
り
、
国
民
に
対
し
て
は
国
民
精
神
総
動
員
計
画
実
施
要
項
を
示

し
て
、
非
常
時
の
自
覚
を
促
し
消
費
の
節
約
を
呼
び
か
け
た
。
ま
た
、
こ
う
し
て

敷
か
れ
た
戦
時
体
制
に
は
文
壇
も
速
や
か
に
反
応
し
、
や
が
て
多
く
の
文
学
者
が

こ
れ
に
協
力
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
十
二
年
九
月
の
日
中
戦
争

か
ら
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
戦
争
終
結
を
見
た
昭
和
二
十
年
に
か
け
て
「
国
策
文

学
」
が
多
く
産
出
さ
れ
た
。 

 

命
の
惜
し
く
な
い
者
は
誰
も
居
な
い
。
私
も
人
一
倍
生
命
が
惜
し
い
。
生
命

こ
そ
は
最
も
尊
き
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
の
戦
場
に
於
て
、
何
か
し
ら
、

そ
の
尊
い
生
命
を
容
易
に
棄
て
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。（
中
略
）
捨
て
て
悔
い

さ
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。（
中
略
）
兵
隊
は
、
人
間
の
抱
く
凡
庸
な
思
想
を
乗

り
超
え
た
。
死
を
も
乗
り
超
え
た
。
そ
れ
は
大
い
な
る
も
の
に
向
つ
て
脈
々

と
流
れ
、
も
り
上
つ
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
押
し
流
す

ひ
と
つ
の
大
い
な
る
高
き
力
に
身
を
委
ね
る
こ
と
で
も
あ
る
。
又
、
祖
国
の

行
く
道
を
祖
国
と
と
も
に
行
く
兵
隊
の
精
神
で
も
あ
る
。
私
は
弾
丸
の
為
に

こ
の
支
那
の
土
の
中
に
骨
を
埋
む
る
日
が
来
た
時
に
は
、
何
よ
り
も
愛
す
る

太
宰
治
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
論

― 

反
美
談
と
し
て
の
読
解
の
試
み 

―

安
　
原
　
杏
佳
音
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祖
国
の
こ
と
を
考
へ
、
愛
す
る
祖
国
の
万
歳
を
声
の
続
く
限
り
絶
叫
し
て
死

に
た
い
と
思
つ
た
。
（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
） 

  

右
に
引
用
し
た
の
は
『
改
造
』
昭
和
十
三
年
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
火
野
葦
平

「
麦
と
兵
隊
」
の
一
節
で
あ
る
。

（

２

）

黒
古
一
夫
は
こ
の
よ
う
な
火
野
伍
長
の
考
え
こ

そ
が
戦
争
を
推
進
し
て
き
た
人
た
ち
が
最
も
「
歓
迎
」
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
指

摘
し
、
火
野
葦
平
は
「
戦
争
の
時
代
」
に
あ
っ
て
、
人
々
を
戦
争
へ
と
駆
り
出
す

役
割
を
演
じ
た
と
し
て
い
る
。

（

３

）

そ
の
要
素
は
傍
線
を
付
し
た
箇
所
を
中
心
に
顕
著

に
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
な
戦
時
下
の
状
況
を
あ
ら
わ
す
事
例
と
し
て
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
発
表

年
か
ら
は
少
々
遡
る
が
、「
爆
弾
三
勇
士
」
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

爆
弾
三
勇
士
と
は
、
日
本
陸
軍
独
立
工
兵
第
十
八
大
隊
の
江
下
武
二
、
北
川
丞
、

作
江
伊
之
助
各
一
等
兵
三
名
を
指
す
。
第
一
次
上
海
事
変
中
の
昭
和
七
年
二
月
、

国
民
革
命
軍
が
上
海
郊
外
の
廟
行
鎮
に
築
い
た
陣
地
の
鉄
条
網
に
対
し
突
撃
路
を

築
く
た
め
、
点
火
し
た
破
壊
筒
を
持
っ
て
敵
陣
に
突
入
爆
破
し
、
自
ら
も
爆
死
し

た
。
そ
の
事
件
が
同
月
二
十
四
日
付
「
東
京
朝
日
新
聞
」
で
報
道
さ
れ
、
複
数
の

新
聞
紙
上
で
「
三
勇
士
の
歌
」
の
公
募
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
流
行
は
そ
こ
に
留
ま

ら
ず
映
画
、
演
劇
化
も
数
多
く
な
さ
れ
、
国
民
的
一
大
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
。 

中
川
雄
介
・
加
藤
千
香
子
は
「
爆
弾
三
勇
士
」
が
そ
う
し
た
一
大
ブ
ー
ム
と
な

っ
た
こ
と
を
転
機
に
、
そ
れ
ま
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
に
か
わ
っ
て
勇
壮
果
敢
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
日
本
男
児
」
を
称
揚
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。

（

４

）

中
川
・
加
藤
に
よ

る
と
そ
の
第
一
報
で
最
も
強
調
さ
れ
た
の
は
「
身
体
一
ぱ
い
に
爆
弾
を
巻
き
つ
け

点
火
」
し
鉄
条
網
に
突
撃
し
た
と
い
う
行
動
の
イ
ン
パ
ク
ト
、
及
び
そ
の
行
為
を

成
し
遂
げ
た
三
人
の
「
男
ら
し
さ
」
だ
っ
た
と
い
う
。
記
事
の
表
現
も
「
爆
弾
諸

共
に
木
端
微
塵
に
粉
砕
さ
れ
て
、
活
動
写
真
に
見
ら
れ
る
事
実
以
外
と
し
て
あ
り

得
ぬ
や
う
な
壮
烈
極
ま
り
な
き
空
前
の
戦
死
」
と
過
激
な
も
の
で
、
死
を
恐
れ
な

い
三
人
の
豪
胆
さ
が
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
内
敏
夫
は
そ
う
し
た
三

勇
士
の
戦
死
が
「
軍
国
美
談
」
と
し
て
、
教
育
の
場
に
お
い
て
称
揚
さ
れ
て
い
っ

た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（

５

） 

そ
う
し
た
「
軍
国
美
談
」
は
そ
の
後
も
続
々
と
生
ま
れ
、「
「
忠
勇
武
烈
」
な
戦
死
」

（

６

）

を
共
通
項
に
持
つ
数
多
く
の
「
勇
士
」
や
「
軍
神
」
伝
説
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。 

本
論
で
は
こ
う
し
た
戦
時
下
と
し
て
の
同
時
代
状
況
を
読
解
の
補
助
線
に
用
い

な
が
ら
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
そ
の
原
典
で
あ
る
シ
ラ
ー
作
「
人
質
」
と
の
比
較
検

討
を
行
い
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
読
解
に
新
た
な
端
緒
を
ひ
ら
く
こ
と
を
試
み
る
。 

  
 
 

一 

作
者
言
及 

 

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
末
尾
に
は
「
古
伝
説
と
、
シ
ル
レ
ル
の
詩
か
ら
。
」
と
い
う

一
文
が
あ
る
。
こ
の
「
シ
ル
レ
ル
」
と
は
ド
イ
ツ
古
典
主
義
の
代
表
的
詩
人
・
劇

作
家
で
あ
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ラ
ー
を
指
し
、「
シ
ル
レ
ル
の
詩
」
と

は
シ
ラ
ー
作
の
譚
詩
「
人
質
」（
一
七
九
八
年
）
で
あ
る
。
こ
の
「
人
質
」
は
シ
ラ

ー
が
ロ
ー
マ
作
家
ヒ
ュ
ギ
ヌ
スH

yginus

（
前
六
四
―
一
七
）
の
作
品
『
説
話
集
』

（
一
六
七
四
）
内
の
「
寓
話
（Fabel

）
」
を
基
に
執
筆
し
た
譚
詩
で
あ
り
、

（

７

）

日
本

に
も
複
数
名
の
訳
者
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
も
太
宰
が
「
走
れ
メ
ロ
ス
」

執
筆
に
あ
た
り
参
照
し
た
の
は
小
栗
孝
則
訳
『
新
編
シ
ラ
ー
詩
抄
』（
昭
和
十
二
年 

改
造
文
庫
）
で
あ
る
と
、
角
田
旅
人
の
詳
細
な
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。

（

８

） 
 

太
宰
は
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
発
表
以
前
か
ら
、
シ
ラ
ー
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。
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次
に
、
二
つ
の
随
筆
を
引
用
す
る
。 

 
そ
れ
で
は
学
生
本
来
の
姿
は
、
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
に
対
す

る
答
案
と
し
て
、
私
は
シ
ル
レ
ル
の
物
語
詩
を
一
篇
、
諸
君
に
語
り
ま
せ
う
。

シ
ル
レ
ル
は
も
つ
と
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
／
今
の
こ
の
時
局
に
於
て

は
尚
更
、
大
い
に
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
お
ほ
ら
か
な
、
強
い
意
志
と
、

努
め
て
明
る
い
高
い
希
望
を
持
ち
続
け
る
為
に
も
、
諸
君
は
今
こ
そ
シ
ル
レ

ル
を
思
ひ
出
し
、
こ
れ
を
愛
読
す
る
が
よ
い
。
（
「
心
の
王
者
」
昭
和
十
五
年

一
月
二
十
五
日
慶
應
義
塾
大
学
学
校
新
聞
『
三
田
新
聞
』
） 

 

世
の
中
の
、
ど
こ
に
立
つ
て
居
る
の
か
、
ど
こ
に
腰
掛
け
て
居
る
の
か
、
甚

だ
曖
昧
な
の
で
、
学
生
た
ち
は
困
つ
て
居
る
。
世
の
中
の
こ
と
は
何
も
知
ら

ぬ
ふ
り
し
て
無
邪
気
を
よ
そ
ほ
ひ
、
常
に
父
兄
た
ち
に
甘
え
て
居
れ
ば
い
い

の
か
。
又
は
、
そ
れ
こ
そ
、
「
社
会
の
一
員
」
と
し
て
、
仔
細
ら
し
い
顔
を

し
、
世
間
の
大
人
の
口
吻
を
猿
真
似
し
て
、
大
人
の
生
活
の
要
ら
ざ
る
手
助

け
に
努
め
る
の
が
い
い
の
か
。
い
づ
れ
に
し
て
も
不
自
然
で
、
く
す
ぐ
つ
た

く
、
落
ち
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
先
日
、
或
る
学
生
に
次
の
や
う

な
シ
ル
レ
ル
の
物
語
詩
を
語
つ
て
聞
か
せ
た
と
こ
ろ
、
意
外
な
ほ
ど
に
、
其

の
学
生
は
喜
ん
だ
。
諸
君
は
、
今
こ
そ
、
シ
ル
レ
ル
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
素
朴
の
叡
智
が
、
ど
れ
ほ
ど
強
力
に
諸
君
の
進
路
を
指
定
し
て
く
れ

る
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
で
あ
ら
う
。
（
「
諸
君
の
位
置
」
昭
和
十
五
年
三
月

三
十
日
文
化
学
院
学
校
新
聞
『
月
刊
文
化
学
院
』
） 

 
 

ど
ち
ら
も
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
発
表
と
同
時
期
に
学
校
新
聞
に
寄
稿
し
た
も
の
で

あ
り
、
俗
世
に
お
け
る
富
も
資
格
も
持
た
な
い
詩
人
こ
そ
が
神
と
共
に
あ
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
、
と
い
う
内
容
の
シ
ラ
ー
の
詩
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
随
筆
で

は
学
生
を
そ
の
詩
人
と
重
ね
合
わ
せ
、
世
俗
の
し
が
ら
み
に
絡
め
取
ら
れ
て
し
ま

う
前
に
、
学
生
と
し
て
の
特
権
を
謳
歌
せ
よ
と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
今
の
こ
の
時
局
に
於
て
は
」
や
「
今
こ
そ
」
と
い

う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、
太
宰
が
単
な
る
指
南
書
と
し
て
学
生
に

シ
ラ
ー
を
勧
め
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
太
宰
は
太
平
洋
戦
争
へ
の

傾
斜
を
強
め
る
当
時
の
状
況
の
中
で
こ
そ
シ
ラ
ー
を
読
む
意
義
が
あ
る
と
訴
え
て

い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
同
時
代
に
対
す
る
何
ら
か
の
意
識
が
存
し
た
と
考
え

ら
れ
よ
う
。 

太
宰
の
同
時
代
状
況
に
対
す
る
感
慨
は
、
先
に
引
用
し
た
二
つ
の
随
筆
と
ほ
ぼ

同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
鷗
」
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。 

 

私
は
醜
態
の
男
で
あ
る
。
な
ん
の
指
針
を
も
持
つ
て
ゐ
な
い
様
子
で
あ
る
。

私
は
波
の
動
く
が
ま
ま
に
、
右
に
ゆ
ら
り
左
に
ゆ
ら
り
無
力
に
漂
ふ
、
あ
の
、

「
群
集
」
の
中
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
さ
う
し
て
私
は

い
ま
、
な
ん
だ
か
、
お
そ
ろ
し
い
速
度
の
列
車
に
乗
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
。

こ
の
列
車
は
、
ど
こ
に
行
く
の
か
、
私
は
知
ら
な
い
。
ま
だ
、
教
へ
ら
れ
て

ゐ
な
い
の
だ
。
汽
車
は
走
る
。
轟
々
の
音
を
た
て
て
走
る
。（
中
略
）
／
私
に

は
、
人
を
指
導
す
る
力
が
無
い
。
誰
に
も
負
け
ぬ
く
ら
ゐ
に
祖
国
を
、
こ
つ

そ
り
愛
し
て
ゐ
る
ら
し
い
の
だ
が
、
私
に
は
何
も
言
へ
な
い
。
な
ん
だ
か
、

の
ど
ま
で
出
か
か
つ
て
ゐ
る
、
ほ
ん
た
う
の
愛
の
宣
言
が
私
に
も
在
る
や
う

な
気
が
す
る
の
で
あ
る
が
、
言
へ
な
い
。
知
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
言
は
な
い
の

で
は
な
い
。
の
ど
ま
で
出
か
か
つ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
の
だ
が
、
な
ん
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と
し
て
も
出
て
来
な
い
。
そ
れ
は
ほ
ん
た
う
に
い
い
言
葉
の
や
う
な
気
も
す

る
の
で
あ
る
が
、
さ
う
し
て
私
も
今
そ
の
言
葉
を
、
は
つ
き
り
掴
み
た
い
の

で
あ
る
が
、
あ
せ
る
と
尚
さ
ら
、
そ
の
言
葉
が
、
す
る
り
す
る
り
と
逃
げ
廻

る
。
私
は
赤
面
し
て
、
無
能
者
の
如
く
、
ぼ
ん
や
り
立
つ
た
ま
ま
で
あ
る
。

一
片
の
愛
国
の
詩
も
書
け
ぬ
。
（
「
鷗
」
昭
和
十
五
年
一
月
『
知
性
』
） 

 

こ
こ
で
の
「
お
そ
ろ
し
い
速
度
の
列
車
」
と
は
時
代
そ
の
も
の
を
指
す
の
だ
ろ

う
。
時
代
に
対
す
る
指
針
は
持
っ
て
い
な
い
と
し
な
が
ら
も
、「
お
そ
ろ
し
い
速
度
」

で
変
化
し
て
い
く
時
代
に
対
す
る
懐
疑
や
恐
れ
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し

て
そ
の
心
情
は
祖
国
へ
の
愛
を
ほ
の
め
か
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
は
明

示
で
き
な
い
と
す
る
態
度
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。 

無
論
、
随
筆
が
作
者
の
心
情
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
も
の
だ
と
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
し
か
し
引
用
し
た
各
随
筆
で
直
接
的
に
、
ま
た
間
接
的
に
同
時
代
の

状
況
に
触
れ
、
そ
れ
を
発
表
し
て
い
る
以
上
、
太
宰
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
ら

か
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（

９

） 

 

二
「
人
質
」
／
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
表
現
比
較 

 

本
節
で
は
こ
れ
ま
で
に
概
観
し
た
同
時
代
状
況
を
視
座
に
「
人
質
」
と
「
走
れ

メ
ロ
ス
」
と
の
表
現
比
較
を
行
う
。
始
め
に
結
論
を
述
べ
る
と
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」

の
主
人
公
メ
ロ
ス
に
は
、
日
本
の
戦
時
下
を
生
き
た
当
時
の
若
者
を
表
象
す
る
存

在
と
し
て
の
側
面
が
見
出
せ
る
。
論
者
が
特
に
注
目
し
た
の
は
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」

と
「
人
質
」
と
で
は
主
人
公
が
走
る
動
機
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
、「
走
れ

メ
ロ
ス
」
で
は
故
郷
を
発
つ
際
に
迷
い
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
群
衆
に

讃
え
ら
れ
た
人
物
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
の
三
点
で
あ
る
。
な
お
、
必
要
に
応
じ

て
「
人
質
」
の
主
人
公
を
メ
ロ
ス
Ａ
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
主
人
公
を
メ
ロ
ス
Ｂ
と

し
た
。 

 
 

 
 

（
１
）
走
る
動
機 

 

ま
ず
、
二
人
の
メ
ロ
ス
が
走
る
動
機
に
つ
い
て
比
較
す
る
。 

 

引
用
１
‐
Ａ
「
人
質
」 

①
町
に
帰
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
ら 

友
達
は
私
の
た
め
に
死
ぬ
の
で
す 

②
「
不
憫
だ
が
、
友
達
の
た
め
だ
！
」 

③
今
、
こ
こ
ま
で
き
て
、
疲
れ
き
つ
て
動
け
な
く
な
る
と
は 

愛
す
る
友
は
私
の
た
め
に
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
？ 

④
ど
う
し
て
も
間
に
合
は
ず
、
彼
の
た
め
に 

救
ひ
手
と
な
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
ら 

私
も
彼
と
一
緒
に
死
の
う 

 

引
用
１
‐
Ｂ
「
走
れ
メ
ロ
ス
」 

①
け
ふ
は
是
非
と
も
、
あ
の
王
に
、
人
の
信
実
の
存
す
る
と
こ
ろ
を
見
せ
て
や
ら

う
。 

②
私
は
、
今
宵
、
殺
さ
れ
る
。
殺
さ
れ
る
為
に
走
る
の
だ
。 

③
身
代
り
の
友
を
救
ふ
た
め
に
走
る
の
だ
。 

④
王
の
奸
佞
邪
智
を
打
ち
破
る
為
に
走
る
の
だ
。 
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⑤
若
い
時
か
ら
名
誉
を
守
れ
。 

⑥
あ
れ
が
沈
ん
で
し
ま
は
ぬ
う
ち
に
、
王
城
に
行
き
着
く
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た

ら
、
あ
の
佳
い
友
達
が
、
私
の
た
め
に
死
ぬ
の
で
す
。 

⑦
「
気
の
毒
だ
が
正
義
の
た
め
だ
！
」 

⑧
愛
す
る
友
は
、
お
ま
へ
を
信
じ
た
ば
か
り
に
、
や
が
て
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。 

⑨
私
は
、
き
つ
と
笑
は
れ
る
。
私
の
一
家
も
笑
は
れ
る
。 

⑩
わ
づ
か
な
が
ら
希
望
が
生
れ
た
。
義
務
遂
行
の
希
望
で
あ
る
。
わ
が
身
を
殺
し

て
、
名
誉
を
守
る
希
望
で
あ
る
。 

⑪
少
し
も
疑
は
ず
、
静
か
に
期
待
し
て
く
れ
て
ゐ
る
人
が
あ
る
の
だ
。
私
は
、
信

じ
ら
れ
て
ゐ
る
。 

⑫
私
は
、
信
頼
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま
は
た
だ
そ
の
一
事
だ
。 

⑬
私
は
、
正
義
の
士
と
し
て
死
ぬ
事
が
出
来
る
ぞ
。（
中
略
）
正
直
な
男
の
ま
ま
に

し
て
死
な
せ
て
下
さ
い
。 

⑭
あ
あ
、
そ
の
男
、
そ
の
男
の
た
め
に
私
は
、
い
ま
こ
ん
な
に
走
つ
て
ゐ
る
の
だ
。 

⑮
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
走
る
の
だ
。 

⑯
間
に
合
ふ
、
間
に
合
は
ぬ
は
問
題
で
な
い
の
だ
。
人
の
命
も
問
題
で
な
い
の
だ
。 

⑰
私
は
、
な
ん
だ
か
、
も
つ
と
恐
ろ
し
く
大
き
い
も
の
の
為
に
走
つ
て
ゐ
る
の
だ
。 

⑱
メ
ロ
ス
の
頭
は
、
か
ら
つ
ぽ
だ
。
何
一
つ
考
へ
て
ゐ
な
い
。
た
だ
、
わ
け
の
わ

か
ら
ぬ
大
き
な
力
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
走
つ
た
。 

 

右
に
引
用
し
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ロ
ス
が
走
る
理
由
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所

で
あ
る
。
引
用
文
冒
頭
の
番
号
は
論
者
が
プ
ロ
ッ
ト
の
進
行
に
沿
っ
て
付
し
た
。

両
者
を
比
較
す
る
と
、
メ
ロ
ス
Ａ
の
走
る
目
的
は
一
貫
し
て
「
友
達
」
の
た
め
で

あ
る
の
に
対
し
、
メ
ロ
ス
Ｂ
の
走
る
理
由
は
少
々
複
雑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。 

メ
ロ
ス
Ｂ
も
ま
た
友
の
た
め
に
走
っ
て
い
る
こ
と
は
③
や
⑥
、
⑭
な
ど
か
ら
わ

か
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
⑤
、
⑩
、
⑬
な
ど
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
「
名

誉
」
や
「
正
義
」
と
い
っ
た
言
葉
も
目
立
つ
。「
人
質
」
に
は
そ
の
よ
う
な
言
葉
は

見
ら
れ
ず
、「
正
義
」
や
「
名
誉
」
は
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
特
有
の
価
値
観
で
あ
る
と

言
え
る
。
そ
う
し
た
両
作
品
の
違
い
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
メ
ロ
ス

が
山
賊
に
襲
わ
れ
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
山
賊
に
襲
わ
れ
た
際
、
メ
ロ
ス
Ａ
は
②
「
不

憫
だ
が
、
友
達
の
た
め
だ
！
」
と
述
べ
る
の
に
対
し
、
メ
ロ
ス
Ｂ
は
⑦
「
気
の
毒

だ
が
正
義
の
た
め
だ
！
」
と
述
べ
て
い
る
。
メ
ロ
ス
Ｂ
に
と
っ
て
は
友
の
命
を
救

う
こ
と
以
上
に
、
自
ら
の
理
想
と
す
る
「
正
義
」
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
重

要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
メ
ロ
ス
Ｂ
が
走
る
動
機
を
考
え
る
際
の
重
要
な

鍵
と
な
る
。 

本
文
中
、
メ
ロ
ス
Ｂ
の
口
か
ら
直
接
的
に
走
る
目
的
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
箇
所

が
一
箇
所
あ
る
。
そ
れ
が
前
掲
引
用
の
⑰
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
の
言
う
「
な
ん
だ

か
、
も
つ
と
恐
ろ
し
く
大
き
い
も
の
」
と
は
、
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
箇

所
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
特
に
疑
問
視
さ
れ
、
最
終
的
に
彼
を
動
か
し
て
い

る
「
も
つ
と
恐
ろ
し
く
大
き
い
も
の
」
、
ま
た
⑱
「
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
大
き
な
力
」

が
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
多
様
な
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
「
人

間
の
魂
と
魂
を
結
び
合
わ
せ
る
も
の
」
と
し
て
の
「
信
実
」

（
１
０
）

や
「
メ
ロ
ス
自
身
の

力
」

（
１
１
）

、
ま
た
「
神
な
る
も
の
の
『
力
』
」

（

１

２
）

や
「
メ
ロ
ス
を
生
か
す
力
の
総
体
」

（
１
３
）

な
ど

が
あ
り
、
現
在
も
な
お
こ
の
部
分
へ
の
解
釈
は
揺
れ
て
い
る
。 

だ
が
、
前
節
で
見
た
同
時
代
の
状
況
、
そ
し
て
メ
ロ
ス
Ｂ
が
「
正
義
」
の
た
め

に
走
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
た
と
き
、
こ
の
「
人
の
命
も
問
題
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で
な
い
」
と
す
る
「
恐
ろ
し
く
大
き
い
」「
力
」
と
は
「
戦
争
」
を
指
し
て
い
る
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
。 

前
節
で
引
用
し
た
火
野
葦
平
「
麦
と
兵
隊
」
は
、「
命
の
惜
し
く
な
い
者
は
誰
も

居
な
い
」
と
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
戦
場
と
い
う
場
に
お
い
て
は
「
そ

の
尊
い
生
命
を
容
易
に
棄
て
さ
せ
る
も
の
が
あ
」
り
、
そ
う
し
た
場
に
お
か
れ
た

兵
隊
は
「
ひ
と
つ
の
大
い
な
る
高
き
力
」
に
「
身
を
委
ね
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の

「
力
」
と
は
、
戦
争
、
そ
し
て
戦
争
を
推
進
す
る
国
体
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
を
考
慮
し
た
と
き
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
お
い
て
満
身

創
痍
の
メ
ロ
ス
が
一
心
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
「
恐
ろ
し
く
大
き
い
も
の
」
、「
わ

け
の
わ
か
ら
ぬ
大
き
な
力
」
も
ま
た
、
時
代
を
支
配
す
る
「
戦
争
」
を
指
し
示
す

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

ち
な
み
に
、
⑰
、
⑱
の
傍
線
部
は
初
出
稿
で
は
「
も
つ
と
大
き
い
大
き
い
も
の
」

「
何
か
し
ら
の
大
き
な
力
」
だ
っ
た
。
そ
れ
が
「
も
つ
と
恐
ろ
し
く
大
き
い
も
の
」
、

「
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
大
き
な
力
」
に
変
更
さ
れ
、「
恐
怖
」
や
「
不
可
知
」
と
い
っ

た
要
素
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
メ
ロ
ス
が
表
象
す
る
同
時
代
の
青
年
が
走

る
先
に
あ
る
も
の
は
よ
り
生
々
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
メ
ロ
ス
Ｂ
の
心
象
は
、
前
節
で
触
れ
た
国
策
文
学
と
し
て
書

か
れ
た
「
美
談
」
に
お
け
る
そ
れ
と
合
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
心
象
と
は
、

助
け
る
こ
と
で
も
助
か
る
こ
と
で
も
な
く
、「
正
義
」
と
し
て
の
死
を
進
ん
で
選
び

取
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
メ
ロ
ス
Ｂ
は
、
同
時
代
に
発
表
さ
れ
て
い
た

多
く
の
国
策
文
学
に
描
か
れ
る
青
年
た
ち
と
同
様
、
義
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
を
志

向
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
お
け
る
「
あ
り
得
べ
き
」
青
年
像

で
あ
る
。 

 

（
２
）
語
り
の
作
用 

 

で
は
、
な
ぜ
メ
ロ
ス
Ｂ
は
そ
の
よ
う
な
心
象
を
持
つ
の
か
、
も
し
く
は
そ
の
よ

う
に
読
み
取
れ
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
装
置
と
し
て
、「
走
れ
メ

ロ
ス
」
後
半
部
に
お
け
る
、
メ
ロ
ス
が
故
郷
を
去
っ
た
後
の
語
り
に
注
目
し
て
み

よ
う
。
こ
れ
ま
で
に
も
語
り
に
つ
い
て
の
論
考
は
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
中

で
も
高
塚
雅
の
分
析
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

（
１
４
）

高
塚
は
語
り
手
を
「
走
れ
メ
ロ
ス
」

に
お
け
る
「
引
用
者
」
で
あ
る
と
し
、
語
り
手
が
メ
ロ
ス
の
「
内
的
独
白
」

（
１
５
）

を
、

そ
の
語
り
の
内
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
に
語
り
手
の
語
り

と
メ
ロ
ス
の
内
的
独
白
と
の
見
分
け
が
つ
き
難
く
な
り
、
水
を
飲
ん
で
メ
ロ
ス
が

回
復
し
た
場
面
で
の
「
走
れ
！ 

メ
ロ
ス
」
と
い
う
一
文
に
顕
著
な
よ
う
に
、
メ

ロ
ス
と
語
り
手
の
声
が
混
交
す
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
語
り
手
は
メ
ロ
ス
の
内
的
独
白
を
単
純
に
引
用
し
て
い
る
だ
け
だ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
の
は
、
メ
ロ
ス
の
内
的
独
白
で
あ
る
と
さ
れ

る
箇
所
の
語
彙
に
不
自
然
さ
を
感
じ
る
か
ら
だ
。
メ
ロ
ス
の
内
的
独
白
で
あ
る
と

と
れ
る
箇
所
に
使
用
さ
れ
る
「
南
無
三
」「
奸
佞
邪
知
」「
照
覧
」「
韋
駄
天
」
な
ど

の
語
彙
は
、「
邪
智
暴
虐
」「
木
端
微
塵
」「
獅
子
奮
迅
」
な
ど
、
冒
頭
か
ら
「
走
れ

メ
ロ
ス
」
と
い
う
物
語
世
界
を
語
り
に
よ
っ
て
構
築
し
て
き
た
語
り
手
の
そ
れ
と

同
質
の
も
の
で
あ
り
、
無
教
養
な
一
牧
人
で
あ
る
メ
ロ
ス
の
内
的
な
独
語
と
は
感

じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
語
り
手
は
メ
ロ
ス
の
内
的
独
白
を
引
用
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
語
り
手
と
い
う
位
置
を
利
用
し
つ
つ
メ
ロ
ス
の
内
面
を
代
弁
者
で

あ
る
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
前
掲
高
塚
論
は
「
人
質
」
と
「
走

れ
メ
ロ
ス
」
双
方
の
主
人
公
像
を
「
内
的
独
白
」
の
有
無
に
よ
っ
て
比
較
し
、
テ
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ク
ス
ト
内
に
お
い
て
葛
藤
す
る
内
面
を
吐
露
す
る
点
に
お
い
て
「
走
れ
メ
ロ
ス
」

の
主
人
公
は
「
近
代
的
な
「
勇
者
」
」
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
、
と
結
論
づ
け
て

い
る
。
し
か
し
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
お
い
て
は
主
人
公
メ
ロ
ス
が
一
人
の
人
物
と

し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
語
り
手
の
操
作
に
よ
っ
て
メ
ロ
ス
と
い
う

人
物
の
内
面
が
創
作
さ
れ
て
（
＝
騙
ら
れ
て
）
い
る
、
と
い
っ
た
方
が
正
確
な
の

で
は
な
い
か
。
一
牧
人
に
過
ぎ
な
い
メ
ロ
ス
が
仰
々
し
い
漢
語
調
の
語
り
を
持
つ

こ
と
の
不
自
然
さ
も
、
メ
ロ
ス
の
内
面
が
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
解
釈
す
れ
ば
、
納
得
で
き
よ
う
。 

 

（
３
）
「
故
郷
」
の
存
在 

 

「
人
質
」
と
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
の
相
違
点
と
し
て
、
次
に
「
故
郷
」
の
存
在

を
挙
げ
る
。 

 

引
用
２
‐
Ａ
「
人
質
」 

そ
し
て
三
日
目
の
朝
、
夜
も
ま
だ
明
け
き
ら
ぬ
う
ち
に 

急
い
で
妹
を
夫
と
い
つ
し
ょ
に
し
た
彼
は 

気
も
そ
ぞ
ろ
に
帰
路
を
い
そ
い
だ 

日
限
の
き
れ
る
の
を
怖
れ
て 

 

引
用
２
‐
Ｂ
「
走
れ
メ
ロ
ス
」 

結
婚
式
は
、
真
昼
に
行
は
れ
た
。
新
郎
新
婦
の
、
神
々
へ
の
宣
誓
が
済
ん
だ
こ
ろ
、

黒
雲
が
空
を
覆
ひ
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
雨
が
降
り
出
し
、
や
が
て
車
軸
を
流
す
や
う

な
大
雨
と
な
つ
た
。
祝
宴
に
列
席
し
て
ゐ
た
村
人
た
ち
は
、
何
か
不
吉
な
も
の
を

感
じ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
め
い
め
い
気
持
を
引
き
た
て
、
狭
い
家
の
中
で
、
む
ん

む
ん
蒸
し
暑
い
の
も
怺
へ
、
陽
気
に
歌
を
う
た
ひ
、
手
を
拍
つ
た
。
メ
ロ
ス
も
、

満
面
に
喜
色
を
湛
へ
、
し
ば
ら
く
は
、
王
と
の
あ
の
約
束
を
さ
へ
忘
れ
て
ゐ
た
。

祝
宴
は
、
夜
に
入
つ
て
い
よ
い
よ
乱
れ
華
や
か
に
な
り
、
人
々
は
、
外
の
豪
雨
を

全
く
気
に
し
な
く
な
つ
た
。
メ
ロ
ス
は
、
一
生
こ
の
ま
ま
こ
こ
に
ゐ
た
い
、
と
思

つ
た
。
こ
の
佳
い
人
た
ち
と
生
涯
暮
し
て
行
き
た
い
と
願
つ
た
が
、
い
ま
は
、
自

分
の
か
ら
だ
で
、
自
分
の
も
の
で
は
無
い
。
ま
ま
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
。
メ
ロ
ス
は
、

わ
が
身
に
鞭
打
ち
、
つ
ひ
に
出
発
を
決
意
し
た
。 

  

右
に
引
用
し
た
の
は
故
郷
に
戻
っ
た
メ
ロ
ス
が
妹
を
結
婚
さ
せ
、
再
び
王
城
へ

の
帰
路
に
つ
く
ま
で
の
場
面
で
あ
る
。「
人
質
」
に
お
い
て
は
妹
の
結
婚
式
の
様
子

な
ど
は
一
切
描
か
れ
な
い
ま
ま
、
メ
ロ
ス
Ａ
は
「
気
も
そ
ぞ
ろ
に
」
王
城
へ
と
戻

る
。 と

こ
ろ
が
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
は
、
メ
ロ
ス
Ｂ
が
妹
の
結
婚
式
の
た
め
奔
走
す

る
様
か
ら
結
婚
式
当
日
の
様
子
ま
で
が
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
故
郷

へ
の
愛
着
か
ら
出
発
を
迷
い
、
煩
悶
す
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
は
「
人
質
」
に
は
な

く
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
み
に
存
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
何

が
言
え
る
か
。 

名
誉
の
た
め
王
城
へ
と
走
る
メ
ロ
ス
Ｂ
が
戦
争
へ
向
か
う
青
年
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
挙
国
一
致
的
な
精
神
昂
揚

を
狙
っ
た
国
策
文
学
に
お
い
て
、
死
地
へ
赴
く
の
を
「
迷
う
」
こ
と
な
ど
許
さ
れ

な
い
。
迷
い
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
青
年
た
ち
の
足
を
留
ま
ら
せ
る
こ

と
に
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
は
「
迷
い
」
を
描
く
こ

と
で
正
義
の
た
め
に
死
に
向
か
う
青
年
の
未
練
、
情
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
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こ
と
が
戦
争
の
背
後
に
あ
る
市
井
の
人
々
の
姿
を
暗
示
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て

い
る
。 

「
名
誉
」
の
た
め
に
死
ぬ
「
勇
者
」
を
志
向
し
て
い
た
メ
ロ
ス
だ
が
、
そ
の
志

向
に
は
死
地
に
赴
く
こ
と
へ
の
迷
い
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
中
の

記
述
に
は
そ
の
心
象
を
も
描
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

（
４
）
群
衆
に
讃
え
ら
れ
た
の
は
誰
か 

  

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
「
人
質
」
と
の
最
終
場
面
を
比
較
し
た
と
き
、
群
衆
の
反

応
に
も
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、
メ
ロ
ス
が
刑
場
に
辿
り
着
い
た
場

面
を
引
用
す
る
。 

 

引
用
３
‐
Ａ
「
人
質
」 

が
や
が
や
と
群
衆
は
動
揺
し
た 

二
人
の
者
は
か
た
く
抱
き
合
つ
て 

悲
喜
こ
も
ご
も
の
気
持
で
泣
い
た 

そ
れ
を
見
て
、
と
も
に
泣
か
ぬ
人
は
な
か
つ
た 

す
ぐ
に
王
の
耳
に
こ
の
美
談
は
伝
へ
ら
れ
た 

王
は
人
間
ら
し
い
感
動
を
覚
え
て 

早
速
に
二
人
を
玉
座
の
前
に
呼
び
よ
せ
た 

 

し
ば
ら
く
は
ま
ぢ
ま
ぢ
と
二
人
の
者
を
見
つ
め
て
ゐ
た
が 

や
が
て
王
は
口
を
開
い
た
。
「
お
ま
へ
ら
の
望
み
は
叶
つ
た
ぞ 

お
ま
へ
ら
は
わ
し
の
心
に
勝
つ
た
の
だ 

信
実
と
は
決
し
て
空
虚
な
妄
想
で
は
な
か
つ
た 

ど
う
か
わ
し
を
も
仲
間
に
入
れ
て
く
れ
ま
い
か 

ど
う
か
わ
し
の
願
ひ
を
聞
き
入
れ
て 

お
ま
へ
ら
の
仲
間
の
一
人
に
し
て
ほ
し
い
」 

 

引
用
３
‐
Ｂ
「
走
れ
メ
ロ
ス
」 

群
衆
の
中
か
ら
も
、
歔
欷
の
声
が
聞
え
た
。
暴
君
デ
イ
オ
ニ
ス
は
、
群
衆
の
背
後

か
ら
二
人
の
様
を
、
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め
て
ゐ
た
が
、
や
が
て
静
か
に
二
人
に
近

づ
き
、
顔
を
あ
か
ら
め
て
、
か
う
言
つ
た
。 

「
お
ま
へ
ら
の
望
み
は
叶
つ
た
ぞ
。
お
ま
へ
ら
は
、
わ
し
の
心
に
勝
つ
た
の
だ
。

信
実
と
は
、
決
し
て
空
虚
な
妄
想
で
は
な
か
つ
た
。
ど
う
か
、
わ
し
を
も
仲
間
に

入
れ
て
く
れ
ま
い
か
。
ど
う
か
、
わ
し
の
願
ひ
を
聞
き
入
れ
て
、
お
ま
へ
ら
の
仲

間
の
一
人
に
し
て
ほ
し
い
。
」 

 

ど
つ
と
群
衆
の
間
に
、
歓
声
が
起
つ
た
。 

「
万
歳
、
王
様
万
歳
。
」 

 
 

こ
の
場
面
に
お
け
る
王
の
台
詞
は
両
作
品
と
も
に
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
邪
知
暴

虐
の
王
が
発
す
る
こ
の
台
詞
に
よ
っ
て
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
大
団
円
を
迎
え
る
美

談
で
あ
る
と
称
さ
れ
て
き
た
。
長
き
に
わ
た
り
国
語
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
続
け

て
い
る
理
由
の
一
つ
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
「
人
質
」
に
は
見
落
し
て
は
な
ら

な
い
重
要
な
違
い
が
あ
る
。「
人
質
」
に
お
い
て
群
衆
に
讃
え
ら
れ
る
の
は
メ
ロ
ス

と
セ
リ
ヌ
ン
テ
イ
ウ
ス
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
に
対
し
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」

で
は
明
ら
か
に
王
が
喝
采
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
メ
ロ
ス
と
セ
リ
ヌ
ン
テ
イ

− 48 −

太宰治「走れメロス」論



ウ
ス
と
の
や
り
取
り
を
見
た
群
衆
は
「
歔
欷
の
声
」
を
漏
ら
す
も
、
そ
の
後
の
王

の
言
葉
に
対
す
る
反
応
の
方
が
明
ら
か
に
大
き
い
。
メ
ロ
ス
Ａ
、
メ
ロ
ス
Ｂ
、
両

者
に
対
す
る
扱
い
に
は
差
が
あ
る
の
だ
。 

メ
ロ
ス
Ｂ
へ
の
扱
い
が
メ
ロ
ス
Ａ
に
比
べ
て
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
メ

ロ
ス
が
王
城
へ
と
戻
る
場
面
を
見
て
も
わ
か
る
。 

 

引
用
４
‐
Ａ
「
人
質
」 

ま
さ
に
太
陽
が
沈
も
う
と
し
た
と
き
、
彼
は
門
に
た
ど
り
着
い
た 

す
で
に
磔
の
柱
が
高
々
と
立
つ
の
を
彼
は
見
た 

周
囲
に
群
衆
が
憮
然
と
し
て
立
つ
て
ゐ
た 

縄
に
か
け
ら
れ
て
友
達
は
釣
り
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く 

猛
然
と
、
彼
は
密
集
す
る
人
ご
み
を
掻
き
わ
け
た 

「
私
だ
、
刑
吏
！
」
と
彼
は
叫
ん
だ
「
殺
さ
れ
る
の
は
！ 

彼
を
人
質
と
し
た
私
は
こ
こ
だ
！
」 

 

引
用
４
‐
Ｂ
「
走
れ
メ
ロ
ス
」 

「
待
て
。
そ
の
人
を
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
メ
ロ
ス
が
帰
つ
て
来
た
。
約
束
の
と
ほ

り
、
い
ま
、
帰
つ
て
来
た
。
」
と
大
声
で
刑
場
の
群
衆
に
む
か
つ
て
叫
ん
だ
つ
も
り

で
あ
つ
た
が
、
喉
が
つ
ぶ
れ
て
嗄
れ
た
声
が
幽
か
に
出
た
ば
か
り
、
群
衆
は
、
ひ

と
り
と
し
て
彼
の
到
着
に
気
が
つ
か
な
い
。
す
で
に
磔
の
柱
が
高
々
と
立
て
ら
れ
、

縄
を
打
た
れ
た
セ
リ
ヌ
ン
テ
イ
ウ
ス
は
、
徐
々
に
釣
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
メ
ロ

ス
は
そ
れ
を
目
撃
し
て
最
後
の
勇
、
先
刻
、
濁
流
を
泳
い
だ
や
う
に
群
衆
を
掻
き

わ
け
、
掻
き
わ
け
、 

「
私
だ
、
刑
吏
！ 

殺
さ
れ
る
の
は
、
私
だ
。
メ
ロ
ス
だ
。
彼
を
人
質
に
し
た
私

は
、
こ
こ
に
ゐ
る
！
」
と
、
か
す
れ
た
声
で
精
一
ぱ
い
に
叫
び
な
が
ら
、
つ
ひ
に

磔
台
に
昇
り
、
釣
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
友
の
両
足
に
、
齧
り
つ
い
た
。 

  

メ
ロ
ス
Ａ
に
比
べ
、
こ
こ
で
の
メ
ロ
ス
Ｂ
は
滑
稽
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
私

だ
、
刑
吏
！
」
に
始
ま
る
、
メ
ロ
ス
Ａ
に
共
通
す
る
台
詞
の
前
に
、
メ
ロ
ス
Ｂ
は

既
に
高
ら
か
に
そ
の
到
着
を
宣
言
し
て
い
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
声
は
し
わ
が

れ
、
群
衆
に
は
気
づ
い
て
も
ら
う
こ
と
さ
え
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
最
後
の

力
を
振
り
絞
っ
て
「
友
の
両
足
に
、
齧
り
つ
」
き
な
が
ら
何
と
か
処
刑
を
食
い
止

め
る
が
、
そ
の
様
子
に
は
「
勇
者
」
ら
し
き
威
厳
は
感
じ
ら
れ
な
い
。 

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
は
、
冒
頭
か
ら
メ
ロ
ス
の
様
子
は
滑
稽
な
も
の
と
し
て
描

か
れ
て
き
た
。
岩
崎
晴
彦
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

（
１
６
）

「
若
い
衆
」
に
対
し
て
は
質
問

す
る
だ
け
な
の
に
対
し
、「
老
爺
」
に
対
し
て
は
「
か
ら
だ
を
ゆ
す
ぶ
つ
て
」
詰
問

す
る
身
ぶ
り
は
い
か
に
も
ス
ラ
ッ
プ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
の
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
戸
松
泉
は
メ
ロ
ス
Ａ
が
「
意
識
的
に
短
剣
を
武
器
と
し
て
」
王
に
向
っ
た
の

に
対
し
、
メ
ロ
ス
Ｂ
は
「
偶
然
ふ
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
」
と
あ
る
点
に
着
目
し
、「
こ

の
ふ
た
つ
の
物
語
の
始
ま
り
は
、
冒
険
譚
と
失
敗
譚
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
違
い
」

が
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
１
７
）

こ
れ
ら
の
指
摘
は
い
ず
れ
も
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
お
け
る

主
人
公
メ
ロ
ス
が
い
か
に
滑
稽
な
人
物
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
論
証

と
な
る
も
の
だ
ろ
う
。 

 
し
か
し
冒
頭
に
お
け
る
描
写
と
、
後
半
に
至
っ
て
か
ら
の
描
写
と
で
は
そ
の
意

味
は
異
な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
メ
ロ
ス
Ｂ
は
故
郷
へ
の
未
練
を
断
ち
切
り
王
城

へ
と
戻
る
過
程
を
通
し
て
、「
勇
者
」
た
ら
ん
と
す
る
理
想
を
手
に
入
れ
て
し
ま
っ

た
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
語
り
手
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
人
物
像
を
形
成
さ
れ
語

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
半
に
お
い
て
は
メ
ロ
ス
は
単
な
る
村
の
一
牧
人
で
あ
る
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と
さ
れ
、
王
城
に
入
る
際
の
短
絡
的
な
行
動
も
牧
人
と
し
て
の
彼
の
素
朴
さ
を
表

す
効
果
に
寄
与
し
て
い
た
。
し
か
し
死
と
引
き
換
え
に
王
城
に
走
る
過
程
を
通
し

「
勇
者
」
と
し
て
の
理
想
を
得
た
メ
ロ
ス
を
滑
稽
に
描
写
す
る
こ
と
で
、
メ
ロ
ス

の
中
で
の
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
そ
れ
は
「
勇
者
」
と

し
て
の
メ
ロ
ス
を
否
定
す
る
効
果
を
持
つ
。 

さ
ら
に
、
メ
ロ
ス
に
と
っ
て
の
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
そ
の
処
遇
に
よ

っ
て
一
層
顕
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
心
中
に
迷
い
を
内
包
し
つ
つ
も
メ
ロ
ス
が

走
っ
た
の
は
「
正
義
」
の
た
め
、「
勇
者
」
と
な
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ

ち
王
に
殺
さ
れ
る
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
王
の
心
変
わ
り
に
よ
っ
て
罰

を
受
け
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
メ
ロ
ス
が
覚
悟
し
て
い
た
筈
の
「
死
刑
」
は
最
終

的
に
与
え
ら
れ
な
い
。
群
衆
の
「
王
様
万
歳
」
の
声
が
示
す
よ
う
に
、
メ
ロ
ス
が

「
勇
者
」
と
し
て
讃
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

引
用
５
「
走
れ
メ
ロ
ス
」 

 

ひ
と
り
の
少
女
が
、
緋
の
マ
ン
ト
を
メ
ロ
ス
に
捧
げ
た
。
メ
ロ
ス
は
、
ま
ご
つ

い
た
。
佳
き
友
は
、
気
を
き
か
せ
て
教
へ
て
や
つ
た
。 

「
メ
ロ
ス
、
君
は
、
ま
つ
ぱ
だ
か
ぢ
や
な
い
か
。
早
く
そ
の
マ
ン
ト
を
着
る
が
い

い
。
こ
の
可
愛
い
娘
さ
ん
は
、
メ
ロ
ス
の
裸
体
を
、
皆
に
見
ら
れ
る
の
が
、
た
ま

ら
な
く
口
惜
し
い
の
だ
。
」 

 

勇
者
は
、
ひ
ど
く
赤
面
し
た
。 

（
古
伝
説
と
、
シ
ル
レ
ル
の
詩
か
ら
。
） 

  

物
語
の
締
め
く
く
り
と
し
て
付
さ
れ
た
こ
の
部
分
、
特
に
末
尾
の
一
文
に
よ
っ

て
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
「
美
談
」
と
し
て
受
容
さ
れ
続
け
て
来
た
と
言
え
る
。
し

か
し
こ
の
場
面
は
、
メ
ロ
ス
に
と
っ
て
の
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
最
も
象
徴

的
に
表
す
も
の
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
疾
走
の
果
て
に
、
メ
ロ
ス
は
一
少
女

の
行
動
と
セ
リ
ヌ
ン
テ
イ
ウ
ス
の
言
葉
に
よ
り
全
裸
で
あ
っ
た
こ
と
を
暴
露
さ
れ

る
。「
勇
者
」
と
「
ま
つ
ぱ
だ
か
」
と
い
う
二
語
の
対
照
性
が
、
何
よ
り
も
メ
ロ
ス

の
滑
稽
さ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
語
り
に
注
目
し
た
文
脈
に
お
い
て
と
ら
え
た
と

き
、
末
尾
の
一
文
は
「
含
羞
」

（
１
８
）

な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
メ
ロ
ス
へ
の
皮

肉
と
い
っ
た
響
き
を
禁
じ
得
な
い
も
の
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。 

実
際
は
「
ま
つ
ぱ
だ
か
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
勇
者
」
で
あ
る
と
称
さ
れ
、

「
美
談
」
の
主
人
公
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
メ
ロ
ス
の
姿
に
同
時
代
を
生

き
る
若
者
が
表
象
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
末
は
、
全
体
主
義
の
名

の
下
に
数
多
の
青
年
を
死
地
へ
と
送
り
出
し
て
い
た
当
時
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
無
価
値
化
す
る
批
評
と
受
け
取
れ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
、
同
時
代
的
状
況
を
背
景
と
し
て
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
解
し
た
。「
走
れ

メ
ロ
ス
」
は
そ
の
明
る
く
向
日
的
な
物
語
内
容
が
「
太
宰
ら
し
く
」
な
い
と
い
う

こ
と
か
ら
、
か
え
っ
て
余
計
に
そ
の
明
る
さ
や
円
満
な
ラ
ス
ト
を
迎
え
る
感
動
的

な
内
容
に
注
目
さ
れ
受
容
さ
れ
て
き
た
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
内

部
に
は
当
時
の
時
代
状
況
に
対
す
る
批
評
が
読
み
取
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
今
一
度
、
第
二
節
で
引
用
し
た
太
宰
の
随
筆
を
振
り

返
る
と
、
「
今
の
こ
の
時
局
」
に
お
い
て
、
「
お
ほ
ら
か
な
、
強
い
意
志
と
、
努
め

て
明
る
い
高
い
希
望
を
持
ち
続
け
る
」
こ
と
を
若
者
に
訴
え
か
け
た
身
振
り
も
ま

た
、
時
代
に
対
す
る
冷
や
や
か
な
眼
差
し
の
裏
返
し
の
よ
う
に
読
め
る
。 
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安
藤
宏
は
太
宰
没
後
五
十
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
、
昭
和
十
年
代
文
学

へ
の
評
価
に
際
し
て
は
「
戦
争
に
賛
成
し
た
か
、
加
担
し
た
か
、
反
抗
し
た
か
と

い
う
、
そ
う
い
う
証
拠
を
作
中
か
ら
探
し
て
切
り
貼
り
し
て
、
そ
れ
で
以
て
文
学

史
を
切
り
貼
り
す
る
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
の
は
、
も
う
克
服
す
べ
き
」
だ

と
発
言
し
て
い
る
。

（
１
９
）

安
藤
は
続
け
て
「
十
二
月
八
日
」
を
め
ぐ
る
議
論
に

（
２
０
）

つ
い
て

も
触
れ
、
重
要
な
の
は
賛
成
、
反
対
と
い
っ
た
二
項
対
立
の
み
で
テ
ク
ス
ト
を
断

じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
太
宰
が
言
葉
に
よ
っ
て
戦
時
体
制
と
ど
の
よ
う
に
距
離
を

と
っ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
様
態
を
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と
だ
と
提
言
し
て
い
る
。
戦

時
体
制
と
の
関
わ
り
に
限
ら
ず
、
太
宰
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
総
体
に
お
い
て
多
分

に
複
雑
か
つ
多
義
的
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
に
向
き
合
う
と
き
、
安
藤
の
成

し
た
指
摘
は
一
つ
の
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
そ
の
背
景
と
な
っ
た
時
代
性
と
共
に
読
解
し
た
論
考
は
他

に
も
存
す
る
。
例
え
ば
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
検
閲
を
通
過
す
る
た
め
に
古
典
に
材

を
取
り
、
な
お
か
つ
「
喜
劇
精
神
」
を
発
揮
し
た
民
話
を
「
再
創
造
」
し
た
作
品

で
あ
る
と
す
る
論
、

（
２
１
）

ま
た
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
物
語
内
容
に
「
現
実
を
変
容
さ
せ

る
力
へ
の
期
待
」
を
読
み
取
り
、「
同
時
代
の
悲
観
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
否
定
す

る
、
思
想
的
価
値
」
を
見
出
す
論
な

（
２
２
）

ど
で
あ
る
。
本
論
で
は
主
人
公
メ
ロ
ス
が
当

時
を
生
き
て
い
た
若
者
た
ち
の
表
象
で
あ
る
と
解
釈
し
、
原
典
と
の
比
較
を
行
う

こ
と
で
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
表
現
そ
の
も
の
を
時
代
性
と
い
う
視
座
か
ら
照
射
す

る
こ
と
を
試
み
た
。
国
家
に
よ
っ
て
自
由
な
表
現
、
自
由
な
言
葉
が
奪
わ
れ
て
い

っ
た
時
代
に
お
い
て
、
太
宰
の
表
現
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
内
包
し
た
も
の
で

あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
現
代
に
お
い
て
こ
そ
、
模
索
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
で
あ
る
。 

  

注 （
１
）
長
谷
川
泉
「「
走
れ
メ
ロ
ス
」
鑑
賞
」『
国
語
通
信
』
昭
和
三
十
四
年
五
月
／
東
郷
克

美
「
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
昭
和
三
十
四

年
五
月 

な
ど 

（
２
）
引
用
は
『
現
代
日
本
文
学
全
集
４
８
』
（
昭
和
三
十
年
十
一
月 

筑
摩
書
房
）
に
依

っ
た
。 

（
３
）
黒
古
一
夫
『
戦
争
は
文
学
に
ど
う
描
か
れ
て
き
た
か
』
平
成
十
七
年
七
月 

八
朔
社 

（
４
）
中
川
雄
介
・
加
藤
千
香
子
「
「
爆
弾
三
勇
士
」
と
男
性
性
―
〈
モ
ダ
ン
・
ボ
ー
イ
〉

か
ら
〈
日
本
男
子
〉
へ
」
（
細
谷
実
編
『
モ
ダ
ン
・
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
』
平

成
十
五
年
所
収
） 

（
５
）
中
内
敏
夫
『
軍
国
美
談
と
教
科
書
』
昭
和
六
十
三
年
八
月 

岩
波
書
店 

（
６
）
阿
部
恒
久
・
大
日
方
純
夫
・
天
野
正
子
編
『
男
性
史
２ 

モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
総
力
戦

へ
』
平
成
十
八
年
十
二
月 

日
本
経
済
評
論
社 

（
７
）
杉
田
英
明
「
〈
走
れ
メ
ロ
ス
〉
の
伝
承
と
地
中
海
・
中
東
世
界
」
『
比
較
文
学
研
究
』

平
成
八
年
十
二
月 

（
８
）
角
田
旅
人
「「
走
れ
メ
ロ
ス
」
材
源
考
」『
香
川
大
学
一
般
教
育
研
究
』
昭
和
五
十
八

年
十
月 

（
９
）
太
宰
に
は
戦
争
に
言
及
し
た
作
品
が
概
し
て
少
な
い
こ
と
か
ら
、
赤
木
孝
之
は
「
太

宰
は
こ
の
時
に
あ
っ
て
も
時
局
、
時
流
な
ど
に
は
無
頓
着
に
生
き
て
い
た
よ
う
に
さ

え
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
「
評
伝 

昭
和
十
五
年
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑

賞
』
平
成
五
年
六
月
） 

（
１０
）
前
掲
長
谷
川
論 

（
１１
）
山
田
有
策
「
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
論
」『
中
学
校
国
語
科
研
究
シ
リ
ー
ズ
５
小
説
教
材
の 

作
品
論
的
研
究
』
昭
和
五
十
八
年
五
月 
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（
１２
）
田
中
実
「
〈
メ
タ
・
プ
ロ
ッ
ト
〉
へ
―
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
―
」『
都
留
文
科
大
学
研
究 

紀
要
』
平
成
五
年
三
月 

（
１３
）
岩
田
英
作
「
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
論
―
小
さ
な
勇
者
―
」『
国
語
教
育
論
叢
』
平
成
十
七

年
三
月 

（
１４
）
高
塚
雅
「
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
論
―
〈
内
的
独
白
〉
の
考
察
―
」『
中
京
国
文
学
』
平
成

十
八
年
三
月 

（
１５
）
前
掲
高
塚
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
内
的
独
白
」
と
は
、
登
場
人
物
の
内
面
の
思
考
、

印
象
、
記
憶
な
ど
を
焦
点
人
物
以
外
の
語
り
手
の
介
入
な
し
に
直
接
描
写
す
る
方
法

で
あ
る
。 

（
１６
）
岩
崎
晴
彦
「
逆
転
の
笑
劇
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
―
「
神
話
」
を
「
民
話
」
に
再
転
換
す

る
喜
劇
精
神
」
『
文
学
と
教
育
』
平
成
十
九
年
十
一
月 

（
１７
）
戸
松
泉
「
〈
走
る
〉
こ
と
の
意
味
―
太
宰
治
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
む
―
」『
相
模
女

子
大
学
紀
要
』
平
成
七
年
三
月 

（
１８
）
相
馬
正
一
「
太
宰
治
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
試
論
」
『
日
本
近
代
文
学
』
昭
和
五
十
一
年

十
月 

（
１９
）
安
藤
宏
「「
語
り
」
の
力
学
」
長
野
隆
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
太
宰
治 
そ
の
終
戦
を

挟
む
思
想
の
転
位
』
平
成
十
一
年
七
月 

双
文
社
出
版 

（
２０
）
昭
和
十
七
年
発
表
の
「
十
二
月
八
日
」
は
太
平
洋
戦
争
開
始
の
日
を
舞
台
と
し
た
テ

ク
ス
ト
で
あ
る
。
時
局
に
迎
合
し
た
戦
争
礼
賛
的
小
説
だ
と
さ
れ
る
一
方
、
時
局
に

対
す
る
批
評
的
な
側
面
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
安
藤
は
こ
う
し
た
相
反
す
る
二
つ
の

解
釈
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
が
一
面
的
な
も
の
に
陥
り
や
す
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。 

（
２１
）
注
１
６
に
同
じ 

（
２２
）
勝
田
真
由
子
「
王
の
法
と
語
る
身
体
―
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
論
―
」
『
阪
神
近
代
文
学

研
究
』
平
成
二
十
年
六
月 

 

付
記 

太
宰
の
作
品
、
随
筆
か
ら
の
引
用
は
全
て
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』
（
平
成
十

年
五
月
～
平
成
十
一
年
五
月
）
に
拠
っ
た
。 

 

（
や
す
は
ら 

あ
か
ね
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
在
学
） 
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