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話題の本棚

物
語
は
フ
ー
ガ
を
奏
で
る
―
―『
図
書
館
の
魔
女
』作
者
に
よ
る
最
新
長
篇

　

二
〇
一
七
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
都
市
リ
モ
ー
ジ
ュ
。
新
聞
記
者
の
ジ
ャ
ン

ゴ
が
祖
父
の
遺
品
か
ら
発
見
し
た
の
は
、
二
十
あ
ま
り
積
ま
れ
た
黒
檀
の
小
箱

と
、
そ
の
な
か
に
入
っ
て
い
た
ば
ら
ば
ら
の
紙
片
だ
っ
た
。
戦
後
、
対
独
協
力

者
と
噂
さ
れ
、
隠
遁
生
活
を
送
っ
て
い
た
祖
父
。
彼
は
晩
年
、
ど
ん
な
思
い
で

こ
れ
ら
の
小
箱
を
集
め
た
の
か
。
古
典
学
を
専
攻
す
る
大
学
院
生
・
ゾ
エ
と
共

に
、
ジ
ャ
ン
ゴ
の
探
究
が
始
ま
る
。

　

―
―
と
い
う
出
版
社
公
式
の
あ
ら
す
じ
は
、
し
か
し
、
本
作
の
す
べ
て
を
明

か
し
て
は
い
な
い
。
亡
き
祖
父
の
遺
品
を
め
ぐ
る
探
究
は
、
た
し
か
に
本
書
の

根
幹
を
な
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
や
が
て
物
語
は
幾
つ
か
の
枝
葉
に
分
岐
す
る
。

小
箱
か
ら
見
つ
か
っ
た
紙
片
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
史
に
と
っ
て
重
要
な
発

見
で
あ
り
、
祖
父
を
巡
る
謎
は
い
っ
た
ん
わ
き
に
置
か
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と

音
楽
に
つ
い
て
の
衒
学
的
な
語
ら
い
に
紙
幅
が
割
か
れ
る
。
ま
た
一
方
で
、
本

書
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
問
題
―
―
相
次
ぐ
テ
ロ
へ
の
不
安
に
よ
っ
て
高
ま
る
排

外
主
義
に
も
眼
を
向
け
る
。
ジ
ャ
ン
ゴ
の
友
人
も
逮
捕
さ
れ
る
な
か
で
、
ム
ス

リ
ム
に
対
す
る
差
別
と
い
か
に
し
て
向
き
合
う
べ
き
か
、
議
論
が
深
め
ら
れ
て

ゆ
く
。
実
の
と
こ
ろ
、
祖
父
の
謎
へ
と
戻
っ
て
く
る
の
は
終
盤
も
終
盤
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
謎
が
解
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
推
理
小
説
の
よ
う
に
、
た
っ
た

ひ
と
つ
の
“
真
実
”
が
本
書
で
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

　

け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
な
構
成
に
は
、
探
究
に
つ
い
て
の
本
書
の
ス
タ
ン
ス
が

よ
く
表
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
学
問
は
、
ひ
と
つ
の
答
え
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
う
で
は
な
く
、
世
界
は
、
歴
史
は
、
探
究
の
プ

ロ
セ
ス
と
不
可
分
に
現
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
通
じ
て
変
奏
さ
れ
て

ゆ
く
。
そ
こ
か
ら
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
に
“
い
ま
”
が
編
み
上
げ
ら
れ
る
様
を
、

ゾ
エ
は
こ
う
喩
え
る
―
―
《
対
位
法
み
た
い
な
も
ん
だ
よ
》。

　

�

忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
。
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
。
そ
れ
を
繰
り
返
し
思
い

出
し
続
け
る
こ
と
。
記
憶
。
歴
史
。
そ
れ
は
思
い
出
さ
れ
る
た
び
に
少
し
ず

つ
変
質
し
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
す
ら
が
書
き
変
わ
っ
て
い

く
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
記
憶
は
何
度
で
も
呼
び
出
さ
れ
、
そ
の
度
に

い
つ
で
も
、
い
ま
も
な
お
、
常
に
既
に
そ
こ
に
あ
る
。

　

そ
ん
な
「
記
憶
の
対
位
法
」
を
成
立
さ
せ
る
も
の
こ
そ
、
時
代
を
超
え
、
国

籍
や
文
化
を
も
超
え
る
共
感
で
あ
る
。
初
め
こ
そ
ホ
ー
ム
ズ
よ
ろ
し
く
の
推
理

が
繰
り
出
さ
れ
た
本
書
が
、
や
が
て
そ
の
探
究
を
一
人
の
推
理
で
は
な
く
他
者

と
の
協
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
る
展
開
―
―
一
連
の
探
究
で
ジ
ャ
ン
ゴ
は
友
人

を
増
や
し
、
世
界
を
広
げ
て
ゆ
く
―
―
を
見
せ
る
こ
と
か
ら
も
、
本
書
の
祈
り

は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
裏
切
り
者
と
し
て
疑
う
よ
り
も
、
他
者
を
信

じ
、
そ
の
手
を
取
る
こ
と
。
人
を
、
世
界
の
こ
と
を
知
り
、
手
を
伸
ば
す
こ
と
。

　

本
書
が
連
載
さ
れ
た
二
〇
二
三
年
、
フ
ラ
ン
ス
は
暴
動
に
揺
れ
て
い
た
。
作

中
で
懸
念
さ
れ
た
分
断
は
い
っ
そ
う
深
刻
の
度
を
増
し
て
い
る
。
い
っ
そ
素
朴

な
ま
で
の
本
書
の
祈
り
は
、
ゆ
え
に
切
々
と
読
ま
れ
得
る
は
ず
だ
。（�

水
炊
き 

）

�

（
四
三
六
頁　

税
込
二
四
二
〇
円　

4
月
刊
）

記
憶
の
対
位
法

高
田
大
介
著

東
京
創
元
社
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話題の本棚

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
同
性
愛
―
―
ノ
モ
ス
と
エ
ロ
ス
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
―
―

　

冒
頭
の
図
版
を
め
く
る
。
そ
こ
に
は
壺
絵
に
描
か
れ
た
、
あ
か
ら
さ
ま
に
性

的
な
図
柄
の
数
々
が
並
ぶ
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
同
性
愛
（
こ
こ
で
は

主
に
男
性
同
士
の
そ
れ
で
あ
る
）
そ
の
も
の
は
決
し
て
タ
ブ
ー
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
男
性
が
男
性
に
対
し
て
売
春
を
行
う
こ
と
は
、
戦
場
か

ら
の
逃
亡
、
兵
役
の
拒
否
、
両
親
の
虐
待
と
い
っ
た
も
の
と
並
び
市
民
の
権
利

の
剥
奪
を
伴
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
一
体
、
同
性
愛
は
ど
の
よ
う
な

面
で
許
容
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
面
で
制
限
さ
れ
て
い
た
の
か
？

　

ド
ー
ヴ
ァ
ー
が
ま
ず
着
目
す
る
の
は
裁
判
記
録
で
あ
る
。
ア
イ
ス
キ
ネ
ス

『
テ
ィ
マ
ル
コ
ス
弾
劾
』
に
お
い
て
テ
ィ
マ
ル
コ
ス
は
、
若
か
り
し
頃
に
売
春

を
行
っ
て
い
た
と
い
う
理
由
で
、
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
る
べ
き
だ
と
告
発
さ
れ

る
。
告
発
者
の
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
は
、
陪
審
員
た
ち
に
彼
が
そ
う
し
た
行
為
を
行

い
う
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
（
古
代
の
裁
判
に
お
い
て

は
、
現
代
の
そ
れ
と
比
べ
て
客
観
的
証
拠
の
み
な
ら
ず
陪
審
員
の
主
観
に
い
か

に
訴
え
か
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
）。
そ
こ
に
は
当
時
の
ア

テ
ナ
イ
人
た
ち
の
価
値
観
―
―
ど
の
よ
う
な
行
い
が
恥
ず
べ
き
も
の
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
行
い
が
そ
う
で
な
い
の
か
―
―
と
い
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

ド
ー
ヴ
ァ
ー
は
裁
判
記
録
か
ら
伺
う
こ
と
の
で
き
る
価
値
観
を
、
性
急
な
結
論

に
飛
び
つ
く
こ
と
な
く
丁
寧
に
論
じ
て
い
く
。

　

壺
絵
や
詩
作
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
同
性
愛
を
紐
解
く
上
で
重
要
な

手
掛
か
り
に
な
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
芸
術
作
品
を
扱
う
際
に

は
注
意
が
必
要
だ
。
裁
判
記
録
と
違
っ
て
現
実
そ
の
も
の
よ
り
も
文
学
的
な
ト

ポ
ス
や
美
術
的
な
流
行
が
反
映
さ
れ
る
た
め
、
必
ず
し
も
実
態
を
反
映
し
て
い

る
と
は
限
ら
な
い
。
壺
絵
に
頻
出
す
る
類
の
性
交
が
、
必
ず
し
も
頻
繁
に
行
わ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
は
読
者
が
罠
に
か
か
ら
ぬ
よ
う
案
内
し
て
く
れ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
同
性
愛
の
可
否
を
決
め
る
の
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

鍵
と
な
る
の
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
市
民
規
範
で
あ
る
。
性
交
に
お
い
て

受
け
手
で
あ
る
こ
と
は
他
者
へ
の
従
属
の
証
で
あ
っ
た
。
特
に
、
金
銭
を
伴
う

売
春
は
そ
の
人
物
の
精
神
的
な
堕
落
を
示
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
、
簡
単
に
体

を
許
し
て
し
ま
う
少
年
は
、
欲
望
に
負
け
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
非
難
さ
れ
る
。

当
時
の
ギ
リ
シ
ア
の
市
民
規
範
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の

は
忌
避
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

　

重
要
な
指
摘
を
も
う
一
つ
。
同
性
愛
は
農
民
な
ど
の
身
分
の
低
い
階
級
よ
り

も
、
身
分
が
高
く
経
済
的
に
裕
福
な
市
民
の
間
で
行
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と

い
う
。
こ
う
し
た
理
由
の
一
つ
に
、
裕
福
な
市
民
階
層
で
は
女
性
が
外
に
出
る

機
会
（
物
理
的
に
も
、
比
喩
的
に
も
）
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
少
年
た
ち
が
青
年
の
恋
の
対
象
と
な
っ
た
。
同
性
愛
の
背
後
に
は
、
家

に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
性
た
ち
の
姿
が
あ
る
。

　

愛
の
あ
る
べ
き
姿
と
い
う
の
は
結
局
、
社
会
の
あ
り
よ
う
が
決
定
し
た
も
の

に
過
ぎ
な
い
。
同
性
愛
の
諸
相
を
探
る
と
、
性
規
範
の
み
な
ら
ず
当
時
の
市
民

規
範
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
同
性
愛
は
、
ノ
モ
ス

（
規
範
、
慣
習
）
と
エ
ロ
ス
（
性
愛
）
の
重
な
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。�

（�

荒
砥 

）

�

（
五
七
六
頁　

税
込
一
九
八
〇
円　

3
月
刊
）

新
版

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
同
性
愛

Ｋ
．
Ｊ
．
ド
ー
ヴ
ァ
ー
著

中
務
哲
郎
、
下
田
立
行
訳

ち
く
ま
学
芸
文
庫
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愛
媛
・
松
山
は
歩
け
ば
句
碑
に
あ
た
る
俳
句
の
ま

ち
。
目
の
前
の
景
色
に
刻
ま
れ
た
十
七
音
を
重
ね
れ

ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
俳
人
た
ち
の
視
界
が
現
れ
る
。

い
か
に
し
て
こ
の
俳
都
は
生
ま
れ
た
の
か
？　

先
人

の
足
跡
を
追
っ
て
、
ま
ず
は
近
代
日
本
の
幕
開
け
、

明
治
初
期
ま
で
旅
し
て
み
よ
う
。

■
近
代
俳
句
の
出
発
点
―
―
子
規
と
漱
石

　
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
小
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り

し
て
い
る
」
―
―
言
わ
ず
と
知
れ
た
夏
目
漱
石
の
名

作
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』（
新
潮
文
庫
）。
漱
石
が
松
山
中

学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い

た
こ
ろ
の
体
験
を
下
敷

き
に
書
か
れ
た
こ
の
物

語
の
裏
に
、
日
本
近
代

文
学
の
礎
を
築
い
た
二
人
の
文
学
者
の
友
情
が
あ
る
。

　

漱
石
が
松
山
に
赴
任
し
た
の
は
一
八
九
五
年
。
時

を
同
じ
く
し
て
、
第
一
高
等
中
学
校
の
同
級
生
で
あ

り
、
漱
石
を
「
畏
友
」
と
呼
ぶ
正
岡
子
規
も
、
結
核

の
療
養
の
た
め
帰
郷
。
東
京
で
芽
生
え
た
友
情
は
、

松
山
の
地
で
再
び
交
錯
す
る
。
漱
石
の
下
宿
「
愚
陀

仏
庵
」
に
身
を
寄
せ
た
子
規
は
こ
こ
で
日
夜
句
会
を

開
き
、
小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
前
の
漱
石
も
手
ほ

ど
き
を
受
け
た
。
漱
石
は
こ
の
こ
ろ
の
生
活
を
、
彼

特
有
の
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

　
「
僕
は
二
階
に
居
る
、
大
将
は
下
に
居
る
。
其
う

ち
松
山
中
の
俳
句
を
遣
る
門
下
生
が
集
ま
っ
て
来
る
。

僕
が
学
校
か
ら
帰
っ
て
見
る
と
、
毎
日
の
よ
う
に
多

勢
来
て
居
る
。
僕
は
本
を
読
む
事
も
ど
う
す
る
こ
と

も
出
来
ん
。
尤
も
当
時
は
あ
ま
り
本
を
読
む
方
で
も

無
か
っ
た
が
、
兎
に
角
自
分
の
時
間
と
い
う
も
の
が

無
い
の
だ
か
ら
、
止
む
を
得
ず
俳
句
を
作
っ
た
。」

　

小
森
陽
一
『
子
規
と
漱
石
　
友
情
が
育
ん
だ
写
実

の
近
代
』（
集
英
社
新
書
）
は
、
子
規
が
漱
石
と
議

論
を
戦
わ
せ
な
が
ら
俳

句
観
を
形
作
っ
て
い
く

過
程
を
克
明
に
辿
る
。

病
魔
を
振
り
払
い
、
俳

句
を
革
新
し
、
文
学
者
と
し
て
名
を
立
て
よ
う
と
す

る
子
規
の
気
焔
。
そ
こ
に
は
松
山
藩
士
族
と
し
て
の

生
ま
れ
が
少
な
か
ら
ず
関
わ
っ
て
い
る
。
四
国
随
一

の
親
藩
と
し
て
栄
え
た
城
下
町
は
、
明
治
維
新
の
動

乱
で
朝
敵
と
し
て
不
遇
な
扱
い
を
受
け
た
。
そ
の
汚

名
を
雪
ぐ
た
め
に
子
規
は
短
い
生
涯
を
駆
け
た
の
だ
。

　

松
山
や
秋
よ
り
高
き
天
守
閣

子
規

時
代
が
変
わ
っ
て
も
な
お
白
く
輝
き
続
け
る
松
山
城

先
人
の
跡
を
訪
ね
て
―
―
俳
都
・
松
山

文学の土地 文学の土地 ――日本編――――日本編――〈特集〉〈特集〉

　2024 年 4 月号（No.426）の特集「文学の土地」では、アメリカ南部、チベット、
アフリカの文学作品を取り上げました。海外文学を読めば、教科書には書かれな
いその土地の日差しの温度、風の音色、街角の人々の息遣いが瞼の裏に宿ります。
　そして今月の特集は「文学の土地――日本編――」。日本の文学作品もまた、そ
れぞれの土地の歴史や人の繋がりのなかで紡がれてきました。それでは文庫本を
携えて、俳句、小説、詩歌をめぐる綴葉的小旅行のはじまりです。� （�浅煎り ）
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誰
か
故
郷
を
想
は
ざ
る
―
―
北
国
の
作
家
た
ち

は
、
故
郷
を
愛
す
る
人
々
の
誇
り
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

■
流
浪
の
旅
の
終
着
点
―
―
種
田
山
頭
火

　

子
規
が
眺
め
た
城
山
を
、
こ
ん
な
ふ
う
に
詠
ん
だ

俳
人
が
い
る
。

　

秋
空
は
つ
き
り
お
城
は
白
く�

山
頭
火

　

種
田
山
頭
火
は
一
八
八
二
年
、
山
口
県
に
生
ま
れ

た
。
宿
痾
の
酒
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
仏
門
に
入
り
、

托
鉢
と
句
作
の
旅
を
始
め
る
。
そ
ん
な
彼
が
安
住
の

地
を
求
め
て
「
ひ
よ
い
と
四
国
へ
」
や
っ
て
き
た
の

は
、
遍
路
だ
と
か
、
同
じ
『
層
雲
』
の
俳
人
・
野
村

朱
鱗
洞
の
墓
参
り
だ
と
か
言
わ
れ
て
い
る
が
、
私
に

は
子
規
一
門
の
築
い
た
俳
都
の
磁
場
が
感
じ
ら
れ
て

な
ら
な
い
。
子
規
の
没
後
、
後
継
を
託
さ
れ
た
高
浜

虚
子
に
対
し
、
兄
弟
子
・
河
東
碧
梧
桐
は
型
破
り
な

新
傾
向
俳
句
を
唱
え
た
。
山
頭
火
は
後
者
の
流
れ
を

汲
ん
だ
自
由
律
の
俳
人
・
荻
原
井
泉
水
の
弟
子
。
子

規
が
芽
吹
か
せ
た
近
代
俳
句
は
、
弟
子
た
ち
の
手
で

豊
か
に
枝
葉
を
広
げ
、
山
頭
火
ま
で
連
な
る
。

　
『�

山
頭
火
と
松
山
　
終
焉
の
地
・
松
山
に
お
け
る
山

頭
火
と
人
々 

』（
ア
ト
ラ
ス
出
版
）
を
繙
く
と
、
彼
が

道
後
温
泉
近
く
の
一
草
庵

で
句
作
に
励
み
、
松
山
の

人
々
に
温
か
く
も
て
な
さ

れ
た
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。

　

ず
ん
ぶ
り
湯
の
中
の
顔
と
顔
笑
ふ�

山
頭
火

　

山
頭
火
の
念
願
は
二
つ
。「
ほ
ん
た
う
の
自
分
の

句
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
」、
そ
し
て
「
こ
ろ
り
往
生
」。

彼
の
見
た
景
色
は
、
今
の
私
た
ち
の
目
に
は
ど
の
よ

う
に
映
る
だ
ろ
う
か
。

　

お
ち
つ
い
て
死
ね
さ
う
な
草
萌
ゆ
る�

山
頭
火

　

俳
句
を
愛
し
、
俳
句
に
愛
さ
れ
た
土
地
・
松
山
。

江
戸
の
歴
史
と
文
化
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
を
乗
り
越

え
た
子
規
の
手
で
、
城
下
町
は
俳
都
と
し
て
蘇
っ
た
。

各
地
に
残
る
句
碑
が
そ
の
証
拠
だ
。
先
人
を
訪
ね
て

そ
の
土
地
を
踏
み
、
旅
人
は
そ
こ
に
新
た
な
言
葉
を

残
す
―
―
松
山
の
文
学
と
土
地
は
映
じ
合
い
、
次
の

十
七
音
を
待
っ
て
い
る
。

�

（�

く
た
く
た 

）

の
親
し
い
編
集
者
に
前

か
ら
言
わ
れ
て
い
た
し
、

私
も
生
き
て
い
る
う
ち

に
、
い
ち
ど
、
自
分
の

生
れ
た
地
方
の
隅
々
ま
で
見
て
置
き
た
く
て
、
或
る

年
の
春
、
乞
食
の
よ
う
な
姿
で
東
京
を
出
発
し
た
」。

曰
く
「
昭
和
の
津
軽
風
土
記
」
―
―
太
宰
の
流
麗
な

筆
致
が
よ
く
表
れ
た
故
郷
再
訪
の
紀
行
文
だ
。

　

た
だ
、
彼
は
そ
こ
に
あ
る
私
的
な
目
的
を
課
す
。

「
私
に
は
、
ま
た
別
の
専
門
科
目
が
あ
る
の
だ
。
世

人
は
仮
り
に
そ
の
科
目
を
愛
と
呼
ん
で
い
る
。
人
の

心
と
人
の
心
の
触
れ
合
い
を
研
究
す
る
科
目
で
あ
る
。

私
は
こ
の
た
び
の
旅
行
に
於
い
て
、
主
と
し
て
こ
の

一
科
目
を
追
求
し
た
」。
社
会
主
義
の
吹
き
荒
れ
る
時

代
、
津
軽
の
豪
農
の
六
男
と
し
て
生
を
享
け
た
彼
の

　

近
代
の
熱
い
風
の
な
か
で
生
ま
れ
た
文
学
も
あ
れ

ば
、
そ
の
陰
か
ら
芽
吹
く
文
学
も
あ
る
。
次
は
北
国

の
作
家
た
ち
の
足
跡
を
辿
っ
て
み
た
い
。

■
太
宰
と
修
司
│
│
津
軽
の
文
豪
た
ち

　

例
え
ば
太
宰
治
。
そ
の
類
稀
な
才
能
と
放
埒
な
人

生
は
、
今
も
な
お
人
々
か
ら
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
。

さ
て
、
前
期
の
『
晩
年
』
に
後
期
の
『
斜
陽
』『
人

間
失
格
』
と
無
頼
で
破
滅
的
な
顔
ば
か
り
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
太
宰
だ
が
、
井
伏
鱒
二
の
仲
介
で
結
婚
を

し
た
中
期
に
は
私
生
活
も
安
定
し
、
芸
術
性
が
存
分

に
発
揮
さ
れ
た
秀
作
を
次
々
と
世
に
放
っ
た
（『
富

嶽
百
景
』『
女
生
徒
』『
走
れ
メ
ロ
ス
』
な
ど
）。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
『�

津
軽 

』（
新
潮
社
）
で
あ
る
。

「
津
軽
の
事
を
書
い
て
み
な
い
か
、
と
或
る
出
版
社
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し
て
、
ひ
た
す
ら
に
土
地
の
求
心
性
に
己
を
浸
透
さ

せ
、
作
品
を
純
化
せ
し
め
た
作
家
の
姿
も
あ
る
。

　

時
は
遡
る
こ
と
一
八
九
六
年
、
岩
手
は
花
巻
で
生

ま
れ
た
宮
沢
賢
治
は
、
花
巻
農
学
校
の
教
諭
で
も
あ

っ
た
。「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
―
―
農
民
を
取
り
巻
く

悲
惨
な
現
実
を
眼
前
に
し
た
賢
治
の
祈
り
は
、「
イ

ー
ハ
ト
ー
ブ
」
と
い
う
心
象
世
界
に
結
実
す
る
（
童

話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
や
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド

リ
の
伝
記
」
な
ど
）。

　

そ
し
て
名
作
『�

銀
河
鉄
道
の
夜 

』（
新
潮
社
）
の
最

も
美
し
い
一
節
。「
川
の
向
う
岸
が
俄
か
に
赤
く
な
り

ま
し
た
。
楊
の
木
や
何
か
も
ま
っ
黒
に
す
か
し
出
さ

れ
見
え
な
い
天
の
川
の
波
も
と
き
ど
き
ち
ら
ち
ら
針

の
よ
う
に
赤
く
光
り
ま

し
た
。
ま
っ
た
く
向
う

岸
の
野
原
に
大
き
な
ま

っ
赤
な
火
が
燃
や
さ
れ

そ
の
黒
い
け
む
り
は
高
く
桔
梗
い
ろ
の
つ
め
た
そ
う

な
天
を
も
焦
が
し
そ
う
で
し
た
。
ル
ビ
ー
よ
り
も
赤

く
す
き
と
お
り
リ
チ
ウ
ム
よ
り
も
う
つ
く
し
く
酔
っ

た
よ
う
に
な
っ
て
そ
の
火
は
燃
え
て
い
る
の
で
し
た
」。

　

童
話
的
な
韻
律
に
導
か
れ
た
天
上
の
色
彩
に
、
読

者
は
た
だ
息
を
呑
む
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
こ
の
物

語
の
終
盤
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
命
と

引
き
換
え
に
「
み
ん
な
の
ほ
ん
と
う
の
さ
い
わ
い
」

を
願
う
。
そ
の
儚
い
光
は
、
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
の
う
た

と
し
て
現
在
を
生
き
る
私
た
ち
に
も
届
く
は
ず
だ
。

　

遥
け
き
土
地
で
育
ま
れ
た
愛
、
望
郷
、
祈
り
。
そ

れ
は
土
地
の
個
別
性
を
超
え
た
普
遍
性
を
も
獲
得
し

て
い
る
よ
う
に
私
は
思
う
。
さ
て
、
随
分
と
遠
く
ま

で
来
て
し
ま
っ
た
が
、
中
央
の
水
脈
か
ら
離
れ
て
紡

が
れ
た
文
学
の
豊
か
さ
は
ま
だ
尽
き
な
い
。
次
は
関

西
の
海
の
玄
関
口
に
足
を
伸
ば
そ
う
。�

（�

浅
煎
り 

）

一
九
二
〇
年
代
・
神
戸
モ
ダ
ニ
ズ
ム
―
―
詩
と
詩
人

学
生
を
中
心
と
し
て
、
後
に
「
神
戸
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
文
学
思
潮
が
俄
に
活
気
を

帯
び
始
め
た
。『
関
西

文
學
』『
想
苑
』『
横

顔
』『
羅
針
』『
木
曜

嶋
』『
文
芸
直
線
』
と

　

海
港
都
市
・
神
戸
。
そ
こ
は
中
央
か
ら
遠
く
離
れ

た
土
地
。
し
か
し
二
〇
世
紀
初
頭
、
日
本
を
席
巻
し

た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
中
心
地
は
ど
こ
か
と
問
わ
れ
た

ら
、
私
は
あ
え
て
神
戸
を
挙
げ
た
い
。
そ
こ
は
モ
ダ

ニ
ズ
ム
詩
の
も
う
ひ
と
つ
の
首
都
だ
っ
た
。

　

一
九
二
〇
年
代
の
神
戸
で
は
、
関
西
学
院
大
学
の

生
い
立
ち
は
自
己
否
定
と
い
う
宿
命
を
深
く
縁
取
る

も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
本
作
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は

彼
に
と
っ
て
の
育
て
の
親
と
も
言
え
る
乳
母
・
た
け

と
の
再
会
─
─
故
郷
へ
の
屈
折
し
た
眼
差
し
を
愛
と

嘯
く
こ
の
場
面
に
、
私
は
太
宰
の
誠
実
さ
を
み
た
い
。

　

そ
し
て
『
津
軽
』
が
刊
行
さ
れ
る
幾
年
か
前
、
弘

前
で
は
寺
山
修
司
が
産
声
を
上
げ
て
い
た
。
詩
人
、

小
説
家
、
劇
作
家
、
批
評
家
。
有
り
余
る
才
は
自
由

で
、
そ
の
必
然
の
よ
う
に
孤
独
を
纏
う
人
だ
っ
た
よ

う
に
思
う
。
そ
の
全
貌
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
け

れ
ど
、
彼
の
初
期
に
詠
ん
だ
歌
に
は

　

ふ
る
さ
と
の
訛
り
な
く
せ
し
友
と
い
て

�

モ
カ
珈
琲
は
か
く
ま
で
に
が
し

　

吸
ひ
さ
し
の
煙
草
で
北
を
指
す
時
の

�

北
暗
け
れ
ば
望
郷
な
ら
ず

と
あ
る
。「
望
郷
の
歌
を
う
た
う
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
故
郷
を
捨
て
た
者
だ
け
で
あ
る
」（『�

家
出
の
す

す
め 

』）
と
語
っ
た
彼
の
目
は
、
ど
の
よ
う
な
表
情

を
湛
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
中
央
か
ら
遥
け
き
本
州

の
北
端
。
そ
れ
は
自
己
意
識
を
映
し
出
す
鏡
で
あ
り
、

文
学
を
生
み
出
す
遠
心
力
を
帯
び
た
土
地
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

■
宮
沢
賢
治
│
│
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
の
う
た

　

故
郷
の
遠
心
力
に
徹
底
的
に
対
峙
し
た
彼
ら
に
対
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い
っ
た
優
れ
た
同
人
誌
が
立
て
続
け
に
創
刊
さ
れ
た

こ
の
時
期
は
、
大
橋
毅
彦
著
『�

神
戸
文
芸
文
化
の
航

路 
』（
琥
珀
書
房
）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「“
関
西
学

院
文
学
連
峰
”
の
姿
が
立
ち
現
れ
た
時
代
」
だ
っ
た
。

　

海
港
都
市
と
い
う
性
質
上
、
神
戸
に
は
、
未
来
派

や
ダ
ダ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
や
ア
ナ
キ
ズ
ム
、
表
現
主

義
や
構
成
主
義
な
ど
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
西
洋
を
席

巻
し
た
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
が
一
気
に
流
れ
込

み
、
刺
激
に
飢
え
た
若
者
た
ち
は
そ
れ
を
一
心
不
乱

に
吸
収
し
た
。
そ
う
し
て
誕
生
し
た
の
が
、
一
般
に

「
神
戸
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
尖
鋭
的
な
文
学

運
動
で
あ
る
。
神
戸
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
普
通
、
稲
垣
足

穂
や
竹
中
郁
と
い
っ
た
有
名
詩
人
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
ら
ふ
た
り
の
背
後
で
忘
れ
去

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
無
数
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
の

存
在
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

　

ま
ず
は
神
戸
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
が
い
か
な
る
も
の

だ
っ
た
の
か
を
示
す
た
め
に
、
稲
垣
足
穂
や
竹
中
郁

以
外
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
に
も
光
を
当
て
た
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
で
あ
る
季
村
敏
夫
・
高
木
彬
編
『�

一
九
二
〇

年
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
集 

』（
思
潮
社
）
か
ら
詩
を
引

用
し
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
近
藤
正
治
の
「
Ａ
氏
の

自
己
紹
介
に
」
の
冒
頭
五
行
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

煙
と
騒
音
と
塵
埃
の
虹
の
中
で

　

ぼ
や
け
た
キ
ユ
ビ
ズ
ム
の
尖
角
が

　

私
の
第
三
肋
骨
を
つ
い
て
く
る

　

私
の
心
臓
は
つ
ぶ
れ

　

づ
る
け
た
舌
の
先
に
毛
が
生
え
て
し
ま
つ
た

　

あ
る
い
は
稲
垣
足
穂
の
盟
友
で
あ
っ
た
が
今
で
は

あ
ま
り
そ
の
名
を
見
か
け
る
こ
と
の
な
い
衣
巻
省
三

の
詩
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
衣
巻
の
作
品
集
で
あ
る
山

本
善
行
編
『�

街
の
ス
タ
イ
ル 

』（
国
書
刊
行
会
）
か

ら
「
毀
れ
た
街
」
と
い
う
題
の
詩
を
全
文
引
用
し
よ

う
。
そ
こ
に
は
近
藤
の
詩
と
同
じ
く
、
当
時
か
ら
百

年
ほ
ど
経
っ
た
今
で
も
、
清
新
な
言
語
感
覚
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

崩
れ
た
階
段
を
薔
薇
が
一
輪
お
り
て
ゆ
く

　

蜥
蜴
め
が　

ア
ス
フ
ワ
ル
ト
の
皹
に
の
が
れ
た

　

港
の
街
の
ま
ひ
る
ど
き

　

ボ
ー
ッ
と
汽
笛
が
な
る

　

そ
し
て
以
上
で
見
て

き
た
神
戸
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
深
層
に
迫
ろ
う
と
し

た
の
が
、
先
の
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
の
編
者
で
も
あ

る
季
村
敏
夫
に
よ
る
二

冊
『�

山
上
の
蜘
蛛 

』
と

『�

窓
の
微
風 

』（
み
ず
の
わ
出
版
）
で
あ
る
。
季
村
は

言
う
。「
一
九
二
〇
年
代
の
神
戸
の
文
学
思
潮
と
い

え
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
竹
中
郁
や
稲
垣
足
穂
が
あ
が

る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
等
の
背
後
の
水
脈
を
意
識
し
た

論
考
に
出
遭
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
」。

　

そ
こ
で
季
村
は
「
地
域
性
」
と
「
無
名
性
」
を
軸

に
、
こ
の
未
開
拓
の
水
脈
を
辿
ろ
う
と
す
る
。
当
時

の
同
人
誌
を
収
集
す
る
こ
と
で
、
忘
却
の
淵
に
沈
み

込
も
う
と
す
る
詩
人
た
ち
を
甦
ら
せ
る
こ
と
、
そ
こ

に
季
村
の
ひ
と
つ
の
目
的
が
あ
る
。「
戦
前
の
神
戸

の
雑
誌
〔
…
〕
を
手
に
し
た
と
き
、
あ
る
感
慨
が
突

き
上
げ
て
く
る
。
今
で
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ

と
の
な
い
詩
人
、
同
人
誌
活
動
に
参
加
し
て
い
て
も
、

ほ
と
ん
ど
書
く
こ
と
な
く
消
え
て
い
っ
た
面
影
が
、

雑
誌
の
背
後
か
ら
現
れ
て
く
る
か
ら
だ
」。

　

だ
が
問
題
は
、
震
災
や
空
襲
、
国
家
権
力
に
よ
る

押
収
処
分
等
を
通
じ
て
、
当
時
の
同
人
詩
の
大
半
が

失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
消
失
は

取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
わ

ず
か
に
残
っ
た
同
人
誌
を
収
集
す
る
こ
と
、
あ
る
い

は
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
く
つ
か
の
本
を
通
じ
て
当
時

の
作
品
に
触
れ
る
こ
と
は
大
き
な
意
義
を
持
つ
。
神

戸
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
人
た
ち
を
忘
却
の
淵
に
追
い
や

ら
な
い
た
め
に
も
、
当
時
か
ら
百
年
の
時
が
経
過
し

た
今
、
そ
の
詩
を
改
め
て
読
み
返
し
た
い
。

＊

　

俳
句
で
あ
れ
小
説
で
あ
れ
詩
で
あ
れ
、
文
学
は
土

地
と
結
び
つ
く
。
そ
し
て
そ
の
土
地
で
し
か
生
ま
れ

得
な
い
も
の
に
こ
そ
文
学
の
力
は
宿
る
。�

（�

ぱ
や 

）
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新
刊
コ
ー
ナ
ー

月
と
コ
ー
ヒ
ー

デ
ミ
タ
ス

吉
田
篤
弘
著

徳
間
書
店

　

こ
ん
な
筆
名
で
す
か

ら
、
タ
イ
ト
ル
に
「
コ

ー
ヒ
ー
」
と
あ
る
と
そ

れ
だ
け
で
書
架
に
手
を

伸
ば
し
て
し
ま
い
ま
す
。
す
る
と
あ
と
が
き
に
は
こ

ん
な
言
葉
が
─
─

　
“
お
そ
ら
く
、
こ
の
星
で
生
き
て
い
く
た
め
に
必

要
な
の
は
「
月
と
コ
ー
ヒ
ー
」
で
は
な
く
「
太
陽
と

パ
ン
」
の
方
な
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
世
か
ら
月
と

コ
ー
ヒ
ー
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
な
ん
と
味

気
な
く
つ
ま
ら
な
い
で
し
ょ
う
。”

　

気
づ
け
ば
私
は
レ
ジ
を
通
っ
て
い
ま
し
た
。
最
近

は
太
陽
と
パ
ン
を
こ
さ
え
る
の
に
も
ど
う
に
も
忙
し

く
て
、
気
が
滅
入
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
か
ら
。

可
愛
ら
し
い
表
紙
の
こ
の
本
は
、
そ
ん
な
日
々
の
な

か
で
も
ふ
っ
と
息
を
つ
け
る
よ
う
な
、
さ
さ
や
か
な

短
編
集
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
見
と
り
と
め
も
な
く

浮
遊
す
る
幻
想
の
世
界
。
そ
こ
に
登
場
す
る
面
々
と

い
え
ば
駄
目
な
ロ
ボ
ッ
ト
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
自
分

の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
、
地
球
儀
を

一
心
同
体
だ
っ
た山

内
マ
リ
コ
著

集
英
社
文
庫

　

平
成
の
初
め
に
一
〇

歳
だ
っ
た
女
の
子
が
四

〇
歳
に
な
る
令
和
の
初

め
ま
で
、
異
な
る
人
物

に
焦
点
を
当
て
た
八
編
の
短
編
が
輪ロ

ン
ド舞

形
式
で
綴
ら

れ
る
。
平
成
三
〇
年
史
を
背
景
に
女
性
た
ち
の
友
情

を
描
い
た
本
作
に
は
多
く
の
共
感
が
寄
せ
ら
れ
る
。

　

分
か
る
な
ぁ
と
思
う
の
が
学
校
生
活
で
の
一
場
面
。

二
人
組
を
作
れ
と
言
わ
れ
た
と
き
の
あ
の
緊
迫
感
。

誰
か
に
声
を
か
け
る
の
も
、
そ
れ
を
待
つ
の
も
、
そ

し
て
別
の
友
達
の
視
線
を
感
じ
つ
つ
そ
れ
を
受
諾
す

る
の
も
、
ど
う
や
っ
て
も
誰
か
が
傷
つ
く
気
が
し
て

（
悪
者
に
な
り
た
く
な
く
て
、
と
も
い
う
）
身
動
き

が
と
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
女
は
嫌
な
ん
だ
っ
て
？　

そ
ん
な
こ
と
は
絶
対
に
な
い
と
断
言
し
た
い
。

　

身
に
覚
え
の
あ
る
描
写
が
続
く
本
作
だ
が
、
時
折

こ
の
感
覚
は
知
ら
な
い
な
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
私
た
ち
が
本
書
を
読
む
べ
き
理
由
だ
。

　

例
え
ば
結
婚
式
で
独
身
女
性
だ
か
ら
と
い
う
だ
け

で
見
知
ら
ぬ
新
郎
友
人
席
へ
の
酌
を
要
求
さ
れ
る
と

か
。
友
人
に
先
を
越
さ
れ
た
こ
と
を
僻
ん
で
い
る
よ

う
に
扱
わ
れ
る
と
か
。
想
像
は
で
き
る
が
実
体
験
と

し
て
味
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
。

　
「
女
性
た
ち
は
リ
レ
ー
を
し
て
る
。
自
分
の
代
で

な
に
か
を
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
良
く
す
る
。
変
え
る
。

打
破
す
る
。
前
進
さ
せ
る
。
そ
う
や
っ
て
、
次
の
世

代
に
バ
ト
ン
を
つ
な
ぐ
」。
こ
の
リ
レ
ー
の
お
か
げ

だ
。
私
が
知
ら
な
い
で
い
ら
れ
た
の
は
盾
と
な
っ
て

く
れ
た
女
性
た
ち
が
い
た
か
ら
だ
。

　

物
語
は
終
に
最
初
の
主
人
公
へ
と
つ
な
が
る
。
苦

い
思
い
出
だ
と
し
て
も
、
人
生
の
う
ち
の
短
い
期
間

だ
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
時
代
を
生
き
る
私
た
ち
は

連
帯
す
る
。
次
の
走
者
に
バ
ト
ン
を
渡
す
ま
で
共
に

走
る
私
た
ち
は
友
達
に
な
れ
る
。�

（�

ひ
る
ね 

）

�

（
四
〇
〇
頁　

税
込
九
九
〇
円　

4
月
刊
）

捜
す
男
、
物
書
き
の
ゴ
オ
ス
ト
、
空
を
飛
べ
な
い
万

物
調
達
屋
…
…
こ
こ
か
ら
一
体
ど
ん
な
物
語
が
始
ま

る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。「
小デ

ミ
さ
な
カタ

ス
ッ
プ
」
サ
イ

ズ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
ど
う
ぞ
ご
賞
味
あ
れ
。

　

ち
な
み
に
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
は
コ
ー
ヒ
ー
が
隠

し
味
の
よ
う
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
れ
は
伏
線
に
も
ミ
ス
テ
リ
の
種
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。
た
だ
一
息
つ
か
せ
る
と
い
う
使
命
を
全

う
す
る
た
め
に
、
コ
ー
ヒ
ー
は
そ
こ
で
芳
し
い
湯
気

を
湛
え
て
い
る
の
で
す
。
お
っ
と
、
ち
ょ
っ
と
余
白

が
足
り
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
続
き
は
コ
ー
ヒ
ー

で
も
淹
れ
て
か
ら
に
し
ま
し
ょ
う
か
。�

（�

浅
煎
り 

）

�

（
三
三
六
頁　

税
込
二
〇
九
〇
円　

3
月
刊
）
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軽
い
め
ま
い

金
井
美
恵
子
著

講
談
社
文
芸
文
庫

　

特
に
何
か
が
起
こ
る

わ
け
で
は
な
い
。
描
か

れ
る
の
は
、
主
婦
の
夏

実
（
と
そ
の
夫
と
子

供
）
の
生
活
、
た
だ
そ
れ
だ
け
。
日
常
、
と
意
識
す

ら
し
な
い
く
ら
い
の
日
常
が
描
か
れ
、
そ
こ
に
は

時
々
、
事
件
未
満
の
、
狂
気
未
満
未
満
0

0

の
、
軽
い
め

ま
い
が
訪
れ
る
。
例
え
ば
今
は
も
う
い
な
い
人
を
、

気
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
撮
っ
た
（
し
か
し
誰
が
？
）

写
真
を
眺
め
る
と
き
の
、
奇
妙
な
感
覚
の
よ
う
な
。

し
か
し
、
は
っ
き
り
と
名
指
す
事
が
で
き
る
な
ら
ば

も
う
そ
れ
は
「
軽
い
」
め
ま
い
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
私
た
ち
に
は
（
幸
運
な
こ
と
に
も
）
た
だ
読

み
進
め
、
体
験
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
て
文
体
が
問
題
に
な
る
。
金
井
美
恵
子
に

固
有
の
文
体
は
、
そ
の
一
見
長
す
ぎ
る
と
も
思
え
る

一
文
に
、
会
話
も
描
写
も
全
て
飲
み
込
ん
で
、
途
切

れ
る
こ
と
な
く
流
れ
て
ゆ
く
。
作
中
で
何
度
か
描
か

れ
る
蛇
口
か
ら
の
水
の
流
れ
は
こ
の
文
体
の
動
き
そ

の
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
章
は
そ
の
内
容
を

自
ら
で
も
演
じ
て
い
る
の
だ
、
と
も
い
え
よ
う
。
い

や
、
内
容
が
文
章
を
演
じ
て
い
る
の
か
。
と
す
る
と
、

文
体
は
思
考
の
装
置
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。

　

こ
の
さ
ほ
ど
長
く
な
い
小
説
を
読
み
終
え
て
、
内

心
の
声
が
金
井
美
恵
子
の
文
体
に
な
っ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
い
て
驚
く
時
、
見
え
て
く
る
世
界
が
金
井
美

恵
子
色
に
染
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
も
同
時
に
驚
い

て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
私
た
ち
は
新
し
い
思

考
の
装
置
を
手
に
し
て
い
る
の
だ
。

　

軽
い
め
ま
い
が
、
私
た
ち
の
日
常
に
姿
を
現
し
は

じ
め
る
。
夏
実
の
、《
そ
う
い
う
こ
と
っ
て
、
な

い
？
》
と
い
う
問
い
か
け
に
、
私
た
ち
は
深
く
う
な

ず
く
。�

（�

コ
ー
ク 

）

�

（
二
五
六
頁　

税
込
二
三
一
〇
円　

1
月
刊
）

　

毒
っ
て
何
だ
ろ
う
。

体
に
悪
い
も
の
？　

食

べ
た
ら
死
ぬ
も
の
？

「
何
ミ
リ
グ
ラ
ム
で
何

万
人
が
死
ぬ
」
な
ん
て
い
う
フ
レ
ー
ズ
も
耳
に
す
る

か
も
し
れ
な
い
。
な
ん
と
な
く
怖
い
イ
メ
ー
ジ
は
あ

る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
何
と
も
言
い
難
い
魅
力
を
感
じ

る
。
そ
ん
な
毒
の
世
界
を
少
し
覗
い
て
み
よ
う
。

　

ド
ラ
マ
や
小
説
で
頻
繁
に
殺
害
に
使
わ
れ
る
青
酸

カ
リ
。
工
業
用
や
医
療
用
に
広
く
使
わ
れ
て
お
り
、

我
々
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
一
方
で
、
毒
性
の
強
さ

や
、
入
手
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
こ
と
か
ら
実
際
に

多
く
の
犯
罪
に
使
わ
れ
て
き
た
。
大
量
の
青
酸
カ
リ

が
胃
に
入
る
と
青
酸
ガ
ス
が
発
生
す
る
の
だ
が
、
こ

れ
は
細
胞
が
酸
素
を
使
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出

す
の
を
阻
害
す
る
。
つ
ま
り
細
胞
が
呼
吸
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
致
死
量
を
摂
る
と
数
分
で
死

ぬ
と
い
う
凄
ま
じ
い
即
効
性
を
持
つ
。

　

サ
リ
ン
も
誰
し
も
が
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

三
十
年
ほ
ど
前
に
数
千
人
の
死
傷
者
を
出
し
た
テ
ロ

で
使
わ
れ
た
毒
で
あ
る
こ
の
サ
リ
ン
は
、
神
経
か
ら

の
信
号
を
オ
フ
に
す
る
機
能
を
阻
害
す
る
。
そ
の
結

果
筋
肉
が
ず
っ
と
動
き
続
け
て
し
ま
い
、
痙
攣
や
呼

吸
困
難
を
引
き
起
こ
し
、
死
に
至
る
と
い
う
仕
組
み

だ
。
毒
ガ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
厄
介
な
こ
と

に
皮
膚
か
ら
も
吸
収
さ
れ
毒
性
を
発
揮
す
る
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
、
毒
と
い
う
の
は
毒
性
・
強
さ
・

作
用
機
序
な
ど
実
に
多
様
だ
。
確
か
に
恐
ろ
し
い
も

の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
仕
組
み
な
ど
に
つ
い
て
は
興

味
を
持
っ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ

が
一
人
で
そ
れ
を
学
ぼ
う
と
思
え
ば
大
変
な
労
力
を

か
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
本
書
な
ら
専
門
知
識

は
必
要
な
い
。
さ
あ
、
あ
な
た
も
こ
の
一
冊
か
ら
毒

の
世
界
を
始
め
て
み
よ
う
。�

（�

竹
輪 

）

�

（
二
九
八
頁　

税
込
八
九
一
円　

3
月
刊
）

面
白
す
ぎ
て
時
間
を
忘
れ
る

「
毒
」の
世
界田中

真
知
著
、鈴
木
勉
監

三
笠
書
房
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ア
メ
リ
カ
ン・マ
ス
タ
ー
ピ
ー
ス

戦
後
篇

柴
田
元
幸
編

ス
イ
ッ
チ
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

　

一
九
五
〇
年
代
前
後

は
ア
メ
リ
カ
短
篇
小
説

の
黄
金
時
代
と
さ
れ
る
。

発
表
媒
体
が
充
実
し
、

実
力
あ
る
多
く
の
作
家
が
そ
こ
で
腕
を
振
る
っ
た
。

本
書
は
、
そ
ん
な
時
代
の
精
華
を
名
翻
訳
者
・
柴
田

元
幸
自
ら
選
ん
で
訳
し
た
一
冊
だ
。

　

た
だ
し
黄
金
時
代
と
い
っ
て
も
、
輝
か
し
い
小
説

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
そ

の
印
象
は
裏
切
ら
れ
る
は
ず
だ
。
む
し
ろ
暗
鬱
と
し

た
闇
―
―
社
会
の
暴
力
や
傷
を
描
い
た
作
品
が
本
書

に
は
目
立
つ
。
た
と
え
ば
巻
頭
に
据
え
ら
れ
て
い
る

の
は
、
或
る
村
の
残
酷
な
催
し
を
あ
く
ま
で
も
粛
々

と
書
き
、
忘
れ
が
た
く
厭
な
印
象
を
残
す
シ
ャ
ー
リ

イ
・
ジ
ャ
ク
ス
ン
の
小
品
「�

く
じ 

」
だ
。
そ
の
後
も
、

戦
争
の
ト
ラ
ウ
マ
と
そ
の
理
解
し
が
た
さ
―
―
と
い

う
図
式
化
さ
え
拒
む
不
条
理
―
―
を
鮮
烈
に
書
い
た

サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
「�

バ
ナ
ナ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
日
和 

」、
家

族
旅
行
を
襲
っ
た
暴
力
の
、
救
い
が
た
い
理
不
尽
さ

に
か
え
っ
て
世
界
の
真
理
を
垣
間
見
る
よ
う
な
オ
コ

ナ
ー
「�

善
人
は
な
か
な
か
い
な
い 

」
な
ど
が
続
く
。

い
ず
れ
も
鋭
い
短
刀
の
切
れ
味
。
笑
え
る
馬
鹿
話
で

翻
訳
す
る
私ジ

ュ
ン
パ
・
ラ
ヒ
リ
著

小
川
高
義
訳

新
潮
社

　

ロ
ン
ド
ン
生
ま
れ
、

ア
メ
リ
カ
育
ち
。
ベ
ン

ガ
ル
人
の
両
親
の
元
に

生
ま
れ
た
イ
ン
ド
系
ア

メ
リ
カ
人
の
ラ
ヒ
リ
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
英
語
と
ベ

ン
ガ
ル
語
を
反
復
横
跳
び
し
て
生
き
て
き
た
。
そ
ん

な
著
者
の
生
き
様
は
、
ま
さ
に
「
我
訳
す
。
ゆ
え
に

我
あ
り
」
と
い
う
言
葉
に
尽
き
る
。

　

イ
タ
リ
ア
語
で
小
説
を
書
い
た
後
、
大
学
教
授
と

な
り
翻
訳
に
改
め
て
魅
せ
ら
れ
た
著
者
は
、
様
々
な

疑
問
を
持
ち
、
自
分
な
り
に
納
得
で
き
る
落
と
し
ど

こ
ろ
を
導
い
て
き
た
。
文
学
と
は
何
か
。
翻
訳
と
は

ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
の
か
。
詩
情
を
失
わ
ず
に

ど
の
よ
う
に
翻
訳
で
き
る
の
か
。
一
つ
の
語
に
つ
い

て
ど
れ
だ
け
深
く
考
え
て
き
た
の
か
。
辞
書
を
引
く

と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
な
の
か
。
多
方
面

に
わ
た
る
ラ
ヒ
リ
の
豊
富
な
知
識
を
用
い
て
考
え
ら

れ
た
思
考
回
路
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
書
の
内
容
は
学
問
的
な
話
だ
け
に

限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
女
の
ラ
イ
フ

ス
ト
ー
リ
ー
も
ま
た
、
当
時
翻
訳
し
て
い
た
本
と
掛

け
合
わ
せ
な
が
ら
情
緒
豊
か
に
紡
が
れ
る
。
特
に
オ

ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
変
身
物
語
』
を
引
用
し
な
が
ら

描
か
れ
る
母
の
死
へ
の
向
き
合
い
方
は
、
悲
愴
感
を

孕
み
な
が
ら
も
美
し
さ
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

　

評
者
は
文
学
や
表
現
に
疎
く
、
言
葉
を
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
の
一
つ
と
し
か
捉
え
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
本
書
を
読
ん
で
か
ら
言
葉
に
対

す
る
意
識
が
変
わ
っ
た
。
本
書
で
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
、
著
者
の
意
図
を
組
み
な
が
ら
言
葉
を
組
み
立

て
て
い
く
翻
訳
作
業
の
緻
密
さ
と
閑
麗
さ
に
は
、
心

奪
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
翻
訳
、
ひ
い
て
は
言
葉

に
対
す
る
意
識
す
ら
変
え
て
く
れ
る
一
冊
と
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。�

（�

プ
ラ
チ 

）

�

（
一
九
二
頁　

税
込
二
一
四
五
円　

4
月
刊
）

あ
る
デ
ィ
ッ
ク
「�

プ
リ
ザ
ビ
ン
グ
・
マ
シ
ン 

」
に
さ

え
、《
闇
の
時
代
》
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
曰

く
、こ
の
世
界
に
は
《
ひ
び
が
現
在
生
じ
つ
つ
あ
る
》。

　

け
れ
ど
も
そ
ん
な
世
界
の
亀
裂
を
語
り
な
が
ら
も
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
「�

サ
ニ
ー
の
ブ
ル
ー
ス 

」
は
そ
れ

に
対
抗
す
る
音
楽
の
力
を
歌
い
上
げ
る
。《
破
滅
し
、

崩
壊
し
、
狂
い
、
死
ぬ
危
険
を
賭
し
て
新
し
い
や
り

方
を
探
し
、
私
た
ち
に
聴
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

〔
…
〕
こ
う
し
て
広
が
る
闇
の
な
か
、
こ
れ
だ
け
が

唯
一
私
た
ち
に
あ
る
光
な
の
だ
》。
悲
惨
な
物
語
た

ち
の
中
に
あ
っ
て
沁
み
入
る
、
音
楽
小
説
の
、
黒
人

小
説
の
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
、
傑
作
だ
。（�

水
炊
き 

）

�

（
二
五
六
頁　

税
込
二
九
七
〇
円　

12
月
刊
）
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文
学
者
と
は
何
か

安
部
公
房
／
三
島
由
紀
夫
／

大
江
健
三
郎
著

中
央
公
論
新
社

　

文
学
者
と
は
何
か
、

と
は
大
き
く
出
た
。
し

か
し
そ
れ
を
支
え
る
に

足
る
説
得
力
を
持
つ
顔

ぶ
れ
が
並
ぶ
。
本
書
は
、
戦
後
日
本
文
学
を
代
表
す

る
三
人
に
よ
る
鼎
談
・
対
談
集
で
あ
る
。

　

冒
頭
を
飾
る
の
は
鼎
談
「
文
学
者
と
は
」。
デ
ビ

ュ
ー
し
た
て
の
大
江
は
ま
だ
東
大
に
籍
を
お
く
二
十

三
歳
。
新
進
気
鋭
の
作
家
を
、
一
〇
ほ
ど
歳
の
離
れ

た
先
輩
た
ち
が
と
き
に
や
さ
し
く
、
と
き
に
か
ら
か

い
混
じ
り
に
導
く
と
い
う
構
図
だ
。
そ
の
後
は
解
説

で
「
総
当
た
り
戦
」
と
呼
ば
れ
る
対
談
が
続
く
。
三

者
三
様
の
個
性
は
と
き
に
真
っ
向
か
ら
反
発
す
る
が
、

議
論
は
喧
嘩
腰
に
も
平
行
線
に
も
な
ら
な
い
。
独
立

独
歩
を
保
ち
つ
つ
も
、
文
学
者
と
し
て
お
互
い
を
認

め
合
っ
て
い
る
三
人
な
ら
で
は
の
距
離
感
だ
。

　

批
評
家
に
つ
い
て
語
る
段
で
、
三
島
は
こ
う
述
べ

る
。「
自
分
の
作
品
が
大
理
石
に
な
り
、
そ
れ
が
す

ば
ら
し
い
の
み
さ
ば
き
で
ど
ん
ど
ん
彫
刻
さ
れ
て
ゆ

く
よ
う
な
、
そ
う
い
う
批
評
に
ぶ
つ
か
る
と
、
よ
ろ

こ
び
を
感
ず
る
」。
仮
に
も
書
評
を
書
く
人
間
の
端

く
れ
と
し
て
心
に
刻
み
た
い
が
、
こ
の
よ
う
な
評
を

展
開
す
る
に
は
本
書
は
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
す
ぎ
る
、

と
い
う
と
言
い
訳
が
ま
し
い
だ
ろ
う
か
。
論
じ
ら
れ

る
テ
ー
マ
も
多
岐
に
わ
た
る
。
文
学
の
政
治
的
意
義
、

短
編
と
長
編
、
セ
ッ
ク
ス
の
問
題
、
そ
し
て
世
界
文

学
ま
で
。
鮮
や
か
に
か
わ
さ
れ
る
議
論
の
応
酬
は
残

像
を
追
う
の
も
や
っ
と
だ
が
、
不
思
議
な
求
心
力
を

持
っ
て
い
る
。
も
っ
と
知
り
た
い
、
理
解
し
た
い
。

何
が
彼
ら
の
創
作
態
度
を
方
向
づ
け
、
ど
の
よ
う
に

作
品
に
昇
華
さ
れ
る
の
か
。
幸
い
に
し
て
、
議
論
の

中
で
は
具
体
的
な
作
品
名
が
た
く
さ
ん
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
本
書
の
対
談
を
足
場
に
、
三
人
の
文
学
に
手

を
伸
ば
す
の
も
悪
く
な
い
。�

（�

く
た
く
た 

）

�

（
二
〇
〇
頁　

税
込
一
六
五
〇
円　

12
月
刊
）

　

文
学
を
専
攻
し
よ
う
。

そ
う
思
っ
た
学
生
の
私

／
あ
な
た
は
、
ま
ず
考

え
る
。
―
―
何
を
勉
強

し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
作
品
を
読
む
、
作
家
に
つ

い
て
学
ぶ
、
文
学
史
を
学
ぶ
…
…
。
だ
が
、「
文
学
」

と
い
う
学
問
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
な
―
―
そ
し
て
そ

れ
ゆ
え
に
文
学
に
携
わ
る
う
え
で
前
提
と
な
る
よ
う

な
―
―
学
ぶ
べ
き
理
論
は
？　

困
っ
た
私
／
あ
な
た

は
文
学
理
論
の
本
を
読
む
。
け
れ
ど
、
ど
う
も
釈
然

と
し
な
い
。
私
／
あ
な
た
は
こ
う
思
う
―
―
文
学
理

論
は
は
た
し
て
今
日
に
お
い
て
意
義
を
持
ち
う
る
の

だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
文
学
理
論
を
学
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
文
学
を
専
攻
す
る
者
な
ら
（
た
ぶ
ん
）
一

度
は
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
、「
文
学
」
と
い
う

学
問
が
抱
え
る
本
質
的
な
問
い
だ
。「
理
論
の
時
代
」

は
終
わ
っ
た
の
か
。
文
学
理
論
は
も
は
や
沈
む
の
を

待
つ
ば
か
り
の
泥
船
な
の
か
。
―
―
五
〇
の
名
著
の

解
説
と
共
に
、
本
書
は
こ
れ
に
否
を
突
き
つ
け
る
。

　

そ
こ
で
本
書
が
特
に
重
視
す
る
の
が
現
代
か
ら
の

視
点
だ
。
こ
の
本
は
、
在
り
し
日
に
花
開
い
た
（
そ

し
て
今
で
は
輝
き
を
喪
っ
た
）
標
本
を
陳
列
展
示
す

る
た
め
の
本
で
は
な
い
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
一
世

紀
に
展
開
さ
れ
た
文
学
に
関
す
る
様
々
な
言
説
が
、

今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
義
を
秘
め

て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
指
南
書
だ
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
も
っ
と
気
楽
に
読
ん
だ
っ
て

い
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
文
学
理
論
を
学
ぶ
こ
と
は
、

私
／
あ
な
た
の
文
学
と
の
関
わ
り
方
、
そ
の
可
能
性

を
拡
げ
る
出
逢
い
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。「
本

書
で
語
ら
れ
る
五
〇
の
著
書
や
論
文
は
、
そ
の
ど
れ

も
が
、
私
た
ち
の
文
学
の
読
み
方
を
根
底
か
ら
変
え

た
の
で
あ
る
」。
で
は
、「
文
学
の
読
み
方
を
変
え
た

五
〇
人
」
に
、
お
目
通
り
願
う
と
し
よ
う
。（�

猫
足 

）

�

（
六
〇
三
頁　

税
込
六
九
三
〇
円　

3
月
刊
）

文
学
理
論
の
名
著
50

大
橋
洋
一
／
三
原
芳
秋
編

平
凡
社
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ア
ー
ベ
ド
・
サ
ラ
ー
マ
の
人
生
の
あ
る
一
日

―
―
パ
レ
ス
チ
ナ
の
物
語

ネ
イ
サ
ン
・
ス
ロ
ー
ル
著

宇
丹
貴
代
実
訳
　
筑
摩
書
房

　

壁
に
囲
ま
れ
た
町
、

パ
レ
ス
チ
ナ
・
ヨ
ル
ダ

ン
川
西
岸
地
区
。
ア
ー

ベ
ド
・
サ
ラ
ー
マ
は
、

嵐
の
朝
、
燃
え
る
バ
ス
に
駆
け
つ
け
る
。
息
子
ミ
ラ

ー
ド
が
そ
の
中
に
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
知
っ
た
と

き
か
ら
彼
の
一
日
は
始
ま
っ
た
―
―
そ
し
て
こ
の
土

地
に
生
き
る
人
び
と
の
物
語
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

本
書
は
バ
ス
事
故
が
起
き
た
二
〇
一
二
年
の
「
あ

る
一
日
」
を
起
点
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
生
き
る
人
々

を
描
い
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
は
単

な
る
事
故
の
記
録
で
は
な
い
。
記
者
ス
ロ
ー
ル
は
事

故
に
巻
き
込
ま
れ
た
複
数
の
人
物
の
証
言
か
ら
、
彼

ら
の
人
生
を
丹
念
に
編
み
上
げ
て
い
く
。
例
え
ば
ア

ー
ベ
ド
は
、
初
恋
や
家
族
と
の
す
れ
違
い
、
政
治
活

動
、
職
探
し
と
転
居
、
三
度
に
わ
た
る
結
婚
が
丁
寧

に
綴
ら
れ
る
。
語
ら
れ
る
日
常
の
な
か
に
、
人
間
性

を
踏
み
に
じ
る
占
領
の
暴
力
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

壁
と
検
問
が
空
間
を
断
ち
切
り
、
身
分
証
の
色
が

人
び
と
の
移
動
を
振
り
分
け
る
。
通
行
許
可
ひ
と
つ

で
命
運
が
分
か
た
れ
、
男
性
た
ち
は
理
由
も
な
く
拘

束
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
分
離
の
構
造
の
も
と
で
、
人

ル
ワ
ン
ダ
の
ガ
チ
ャ
チ
ャ
裁
判

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
被
害
者
と 

加
害
者
の
賠
償
を
め
ぐ
る
対
話

片
山
夏
紀
著
　
風
響
社

　

一
九
九
〇
年
、
東
ア

フ
リ
カ
の
国
ル
ワ
ン
ダ

で
世
界
史
上
稀
に
見
る

虐
殺
が
発
生
し
た
。
政

府
は
、
こ
の
虐
殺
に
よ
る
加
害
者
・
被
害
者
間
の
賠

償
を
め
ぐ
る
裁
判
を
、
ガ
チ
ャ
チ
ャ
と
い
う
、
ル
ワ

ン
ダ
の
伝
統
的
な
寄
り
合
い
を
利
用
し
て
推
進
し
た
。

本
書
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か

を
丹
念
に
記
録
し
た
研
究
書
で
あ
る
。

　

何
よ
り
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
調
査
対
象
の
人
々
に

傾
け
ら
れ
た
著
者
の
熱
意
だ
。
現
在
の
ル
ワ
ン
ダ
で

は
、
虐
殺
の
記
録
・
記
憶
に
関
す
る
詳
細
な
調
査
は

タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
お
り
、
賠
償
に
関
す
る
裁
判
記
録

の
閲
覧
や
加
害
者
・
被
害
者
へ
の
聞
き
取
り
は
一
筋

縄
で
は
い
か
な
い
。
そ
ん
な
制
約
の
中
、
著
者
は
裁

判
記
録
を
手
書
き
で
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
書
き
写
し
、
一

年
が
か
り
で
村
に
住
み
込
む
な
ど
、
と
に
か
く
手
間

と
時
間
を
か
け
て
虐
殺
に
向
き
合
う
。

　

そ
の
根
気
は
本
書
の
成
果
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

章
間
に
配
さ
れ
た
六
つ
の
加
害
者
・
被
害
者
間
の
対

話
の
事
例
で
は
、
お
よ
そ
こ
の
世
で
起
き
た
と
は
思

え
な
い
よ
う
な
こ
と
が
次
々
と
語
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

あ
る
被
害
者
は
「
一
三
人
の
家
族
と
親
戚
を
殺
害
さ

れ
、
財
産
も
根
こ
そ
ぎ
奪
わ
れ
」
な
が
ら
も
、
困
窮

し
た
加
害
者
の
賠
償
の
減
額
の
申
し
出
に
応
じ
た
。

そ
う
し
た
当
時
の
様
子
を
、
本
人
た
ち
が
ど
ん
な
ふ

う
に
語
っ
て
い
る
の
か
も
丁
寧
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

丹
念
な
調
査
が
生
ん
だ
賜
物
と
い
え
よ
う
。

　

ル
ワ
ン
ダ
の
虐
殺
は
、
私
た
ち
に
は
ど
う
し
て
も

遠
い
世
界
の
話
に
思
え
て
し
ま
う
。
復
讐
の
彼
岸
と

も
い
え
る
境
涯
に
立
つ
こ
と
を
決
め
た
そ
の
選
択
を
、

私
た
ち
は
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
。
安
易
な
答
え

が
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
問
い
を
生
き
続

け
る
こ
と
を
、
本
書
は
示
唆
し
て
い
る
。�

（�

倉
井 

）

�

（
四
三
六
頁　

税
込
三
三
〇
〇
円　

3
月
刊
）

の
流
れ
と
身
体
が
管
理
さ
れ
る
日
々
が
続
い
て
い
る
。

そ
の
暴
力
の
か
た
ち
は
、
声
高
に
は
語
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
語
り
や
、
失
わ
れ
た
時

間
と
命
の
記
述
の
な
か
か
ら
、
静
か
に
、
だ
が
確
か

に
、
そ
の
痛
み
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
く
る
の
だ
。

　

そ
れ
は
、
か
つ
て
起
き
た
悲
劇
で
は
な
い
。
占
領

支
配
が
人
び
と
の
行
動
と
感
情
を
分
断
す
る
構
造
は
、

い
ま
も
変
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
強
化
さ
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
こ
そ
本
書
は
、
証
言
で
は
な
く
、
警
告
で
あ
り
、

い
ま
を
生
き
る
記
録
で
も
あ
る
。
抑
制
さ
れ
た
語
り

の
な
か
に
苛
烈
な
構
造
を
描
き
き
っ
た
、
ピ
ュ
ー
リ

ッ
ツ
ァ
ー
賞
受
賞
作
。�

（�

た
い
や
き 

）

�

（
三
三
六
頁　

税
込
二
六
四
〇
円　

1
月
刊
）



13

翻
訳
者
の
全
技
術

山
形
浩
生
著

星
海
社
新
書

貧
困
と
は
何
か

―
―「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」と
い
う
難
問

志
賀
信
夫
著
　
ち
く
ま
新
書

中
村
屋
の
ボ
ー
ス［
新
装
版
］

中
島
岳
志
著

白
水
Ｕ
ブ
ッ
ク
ス

　
「
こ
の
国
家
と
社
会
は
人
を
殺
し
て
い
る
し
、
い

ま
も
殺
し
続
け
て
い
る
」
―
―
本
書
に
記
さ
れ
た
こ

の
言
葉
は
過
激
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ

れ
は
誇
張
で
は
な
く
、
現
実
の
記
述
に
他
な
ら
な
い
。

　

本
書
が
投
げ
か
け
る
の
は
、「
貧
困
と
は
何
か
」

と
い
う
根
源
的
な
問
い
だ
。
著
者
は
生
活
保
護
制
度

と
憲
法
二
五
条
の
乖
離
に
注
目
し
、
貧
困
を
「
生
活

の
成
立
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
状
態
」
と
定
義
し
直
す
。

そ
し
て
、
社
会
的
な
価
値
観
が
「
放
置
し
て
お
け
な

い
」
と
判
断
す
る
状
態
こ
そ
が
、
そ
の
時
代
・
社
会

に
お
け
る
貧
困
の
水
準
を
決
め
る
の
で
あ
る
。
従
来

の
理
論
が
貧
困
の
「
緩
和
」
を
目
指
し
て
い
た
の
に

対
し
て
、
著
者
は
一
貫
し
て
「
根
絶
」
を
目
指
し
、

論
を
積
み
重
ね
て
い
く
。
膨
大
な
議
論
を
徹
底
的
に

分
析
し
、
丁
寧
に
解
説
し
、
そ
し
て
正
面
か
ら
批
判

す
る
著
者
の
姿
勢
に
は
、
脱
帽
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

利
潤
を
最
優
先
し
、
人
び
と
の
食
や
住
ま
い
、
命

の
重
さ
す
ら
選
別
す
る
社
会
に
抗
し
て
著
者
は
問
う

―
―
こ
の
現
実
は
変
え
ら
れ
な
い
の
か
。
そ
の
問
い

か
け
は
決
し
て
理
想
主
義
で
は
な
い
。
変
革
は
可
能

だ
と
い
う
確
か
な
確
信
と
、
静
か
な
闘
志
か
ら
発
せ

ら
れ
て
い
る
の
だ
。�

（�

た
い
や
き 

）
�

（
二
六
五
頁　

税
込
九
九
〇
円　

3
月
刊
）

　

山
形
浩
生
は
、
本
業
の
開
発
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の

傍
ら
、
経
済
・
政
治
・
Ｓ
Ｆ
な
ど
の
幅
広
い
一
般
向

け
書
籍
の
翻
訳
を
手
掛
け
て
い
る
。
そ
ん
な
山
形
の

自
説
が
あ
ら
た
め
て
開
陳
さ
れ
た
の
が
こ
の
本
だ
。

　

そ
の
翻
訳
観
は
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
だ
。
読
者
に

わ
か
り
や
す
く
翻
訳
し
ろ
！　

難
し
い
訳
語
で
ケ
ム

に
巻
く
な
！　

た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
明
快

な
訳
文
の
作
り
方
が
、
自
身
の
経
験
を
も
と
に
語
ら

れ
る
。
参
考
に
な
る
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
な
る
ほ

ど
と
膝
を
打
つ
点
も
多
い
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
あ
と
が
き
で
は
、
山
形
を

は
じ
め
と
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア

0

0

0

0

0

が
置
か
れ
た
、
日
本
の

知
識
生
産
の
現
状
が
垣
間
見
え
る
。
山
形
は
、
自
身

に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
や
ク
ル
ー
グ
マ
ン
の
翻
訳
が
経
済

学
者
の
論
文
に
ま
る
で
引
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
嘆
く
。

「
そ
こ
ま
で
山
形
を
い
な
か
っ
た
こ
と
に
し
た
い
ん

で
す
か
」。
考
え
さ
せ
ら
れ
る
一
節
で
あ
る
。

　

日
本
は
翻
訳
が
盛
ん
な
国
だ
。
こ
れ
も
う
日
本
語

で
読
め
る
の
？　

と
よ
く
驚
く
一
方
、
日
本
語
に
翻

訳
＝
輸
入
し
て
か
ら
の
知
識
の
構
築
は
、
私
た
ち
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
。
ア
マ
チ
ュ
ア

0

0

0

0

0

が
そ
れ
を
ど
う
見

て
い
る
か
知
っ
て
お
い
て
損
は
な
い
。�

（�

倉
井 

）

�

（
二
〇
八
頁　

税
込
一
四
三
〇
円　

2
月
刊
）

　
「
愛
と
革
命
の
物
語
」
―
―
イ
ン
ド
独
立
運
動
に

武
力
行
使
も
厭
わ
な
い
と
い
う
姿
勢
で
貢
献
し
た
、

ラ
ー
ス
・
ビ
ハ
ー
リ
ー
・
ボ
ー
ス
の
生
涯
。
時
に
本

人
が
残
し
た
著
書
を
引
用
し
な
が
ら
、
時
代
背
景
や

ボ
ー
ス
が
そ
の
行
動
に
至
っ
た
経
緯
な
ど
を
第
三
者

目
線
で
記
し
て
い
る
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
独
立
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
総
督
暗
殺
計
画

を
企
て
た
ボ
ー
ス
。
計
画
は
失
敗
し
、
以
降
長
き
に

渡
り
イ
ギ
リ
ス
か
ら
監
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
多

く
の
同
志
が
殺
さ
れ
、
イ
ン
ド
に
居
続
け
る
こ
と
が

困
難
に
な
っ
た
た
め
、
1
9
1
5
年
に
日
本
に
亡
命

す
る
。
し
か
し
、
日
本
で
も
監
視
の
目
を
免
れ
ず
、

中
村
屋
で
匿
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ボ
ー
ス
は
中
村
屋
の
娘
と
の
結
婚
を
経
て
、
日
本

人
と
し
て
イ
ン
ド
独
立
を
支
え
続
け
る
。
ア
ジ
ア
主

義
者
達
と
協
働
し
な
が
ら
日
本
の
政
治
に
も
影
響
を

与
え
、
中
村
屋
に
か
の
有
名
な
「
イ
ン
ド
カ
リ
ー
」

を
も
た
ら
す
。
ボ
ー
ス
は
偉
人
で
は
あ
る
も
の
の
、

現
代
の
価
値
観
に
お
い
て
善
人
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
。
表
舞
台
に
立
つ
こ
と
な
い
が
、
歴
史
に
影
響
を

与
え
た
人
物
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
貴
重

な
記
録
で
あ
る
。�

（�

プ
ラ
チ 

）

�

（
四
〇
四
頁　

税
込
一
八
七
〇
円　

3
月
刊
）

新書コーナー新書コーナー
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私の本棚

真
昼
に
パ
ー
テ
ィ
を
開
こ
う
か
　
少
女
小
説
読
書
会

　

書
店
の
棚
を
眺
め
た
と
き
に
息
を
す
る
よ
う
に
惹
か
れ
て
し
ま
う
本
が
あ
る
。

最
近
だ
と
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
『
お
ち
ゃ
め
な
パ
テ
ィ
』。
私
が
こ
よ
な
く
愛
す
る

こ
の
種
の
物
語
は
、
分
類
す
る
な
ら
「
少
女
小
説
」
に
な
る
だ
ろ
う
。
広
い
意

味
で
は
児
童
文
学
に
属
す
る
一
方
で
、「
少
女
」
と
冠
す
る
こ
の
種
の
物
語
は

読
者
を
限
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
い
や
、
読
者
は
き
っ
と
幅
広

く
い
る
の
だ
、
な
か
な
か
語
り
合
う
相
手
に
出
会
え
な
い
だ
け
で
。
な
ぜ
な
ら

少
女
小
説
の
読
者
は
、
こ
っ
そ
り
楽
し
む
人
が
多
い
か
ら
。
な
ん
せ
私
た
ち
は
、

秘
密
に
す
る
こ
と
の
魅
力
を
知
っ
て
い
る
し
。
そ
れ
に
な
ぜ
だ
か
、
少
女
小
説

が
好
き
だ
な
ん
て
大
き
な
声
で
言
え
な
い
気
が
し
て
。

　

嵯
峨
景
子
『�

少
女
小
説
を
知
る
た
め
の
1
0
0
冊 

』

は
好
き
な
本
を
共
有
す
る
喜
び
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ

た
。
本
書
は
、『
小
公
女
』
や
『
若
草
物
語
』
と
い
っ

た
少
女
小
説
草
創
期
の
作
品
か
ら
、
今
話
題
の
〈
薬
屋
の
ひ
と
り
ご
と
〉
ま
で

カ
バ
ー
す
る
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
兼
少
女
小
説
史
の
概
説
書
。
著
者
が
泣
く
泣
く
削

っ
た
と
い
う
選
び
抜
か
れ
た
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
は
、
定
番
作
品
だ
け
で
な
い
の
が

嬉
し
い
と
こ
ろ
。
例
え
ば
、
イ
ー
ニ
ッ
ド
・
ブ
ラ
イ
ト
ン
〈
お
ち
ゃ
め
な
ふ
た

ご
〉
シ
リ
ー
ズ
。
双
子
の
少
女
を
中
心
に
女
子
寄
宿
学
校
で
の
生
活
を
描
い
た

物
語
だ
。
幼
少
期
の
私
は
、
こ
の
憧
れ
が
詰
ま
っ
た
物
語
を
繰
り
返
し
読
ん
で

は
、
作
中
の
真
夜
中
の
パ
ー
テ
ィ
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
。
だ
が
こ
の
と

き
め
き
を
誰
か
と
共
有
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
嬉
し
か
っ
た
の
だ
、

本
書
で
こ
の
本
の
良
さ
を
綴
る
一
節
に
出
会
え
た
と
き
は
。

　

も
し
同
じ
人
が
い
た
ら
『�

マ
イ
・
デ
ィ
ア
　
親
愛
な
る
物
語 

』
を
開
い
て
み

て
ほ
し
い
。
著
者
は
あ
の
〈
銀
の
海�

金
の
大
地
〉
の
氷
室
冴
子
。「
た
だ
、
自

分
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
楽
し
み
の
た
め
だ
け
に
、
心
の
奥
に
し
ま
い
こ
ん
で
あ

る
親
愛
な
る
物
語
た
ち
。
そ
ん
な
物
語
を
ひ
と
つ
で
も
持

っ
て
い
る
人
た
ち
と
、
お
し
ゃ
べ
り
し
た
い
」
と
語
り
か

け
る
。
少
女
小
説
の
魅
力
を
紹
介
す
る
本
書
だ
が
、
何
が

一
番
好
き
か
と
聞
か
れ
た
ら
「
食
べ
物
と
、
ド
レ
ス
。
こ
れ
に
尽
き
ま
す
」
と

答
え
る
著
者
が
綴
る
最
終
章
は
必
読
だ
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
物
語
の
中
の
食
べ

物
を
た
っ
ぷ
り
の
引
用
と
と
も
に
味
わ
え
る
。

　

そ
う
、
少
女
小
説
の
生
活
描
写
は
魅
力
的
な
の
だ
。〈
西
の
善
き
魔
女
〉
の

荻
原
規
子
は
、『�

も
う
ひ
と
つ
の
空
の
飛
び
方 

』
の
中
で
こ
う
指
摘
し
て
い
る

─
─
千
年
読
み
継
が
れ
る
『
枕
草
子
』
と
良
質
な
少
女
小
説
、
共
通
す
る
の
は

女
性
な
ら
で
は
の
日
常
生
活
の
観
察
能
力
で
あ
る
、
と
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
中

心
に
物
語
に
つ
い
て
語
る
本
書
は
、
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
の
物
語
に
自
分
と

地
続
き
の
「
あ
る
種
の
生
活
実
感
を
獲
得
す
る
」
こ
と
の
魅
力
を
伝
え
る
。

　

だ
が
こ
れ
は
、
魅
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
将
来
良
き
家
庭
人
と
な
る
こ
と
、

家
庭
を
活
動
の
場
と
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
少
女
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
「
家

庭
小
説
」
と
し
て
の
一
側
面
と
も
思
え
て
し
ま
う
。
実
際
、
ア
ン
は
家
庭
の
事

情
で
大
学
進
学
を
諦
め
る
し
、
ジ
ョ
ー
の
お
父
さ
ん
は
行
儀
の
良
く
な
っ
た
娘

の
成
長
を
喜
ぶ
の
だ
か
ら
。
で
も
あ
ん
な
に
夢
中
に
な
っ
た
小
説
が
そ
ん
な
窮

屈
な
も
の
だ
っ
た
な
ん
て
思
い
た
く
な
い
。
大
丈
夫
、
と
強
く
語
る
の
が
斎
藤

美
奈
子
『�

挑
発
す
る
少
女
小
説 

』
だ
。
お
ち
ゃ
め
な
少
女
た
ち
も
最
終
的
に
は

保
守
的
で
予
定
調
和
な
結
末
を
迎
え
る
？　

い
や
、
女
だ
か
ら
と
見
く
び
る
な
、

と
古
典
的
名
作
を
読
み
直
す
の
が
本
書
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
密

や
か
に
楽
し
ま
れ
て
き
た
少
女
小
説
を
解
放
す
る
試
み
と
も
い
え
る
。

　

さ
あ
共
に
読
み
直
そ
う
か
。
私
た
ち
は
い
つ
も
真
夜
中
の
パ
ー
テ
ィ
に
憧
れ

る
け
ど
、
同
じ
く
ら
い
昼
間
の
お
茶
会
だ
っ
て
好
き
な
の
だ
か
ら
。（�

ひ
る
ね 

）
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私の本棚

村
上
春
樹
の
新
作
を
読
む
―
―「
武
蔵
境
の
あ
り
く
い
」

　

新
作
！
―
―
『
街
と
そ
の
不
確
か
な
壁
』
で
因
縁
に
決
着
を
つ
け
、
こ
の
ま

ま
収
ま
り
の
良
い
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
の
だ
ろ
う
か
な
ど
と
い
う
凡
庸
な
予
想

を
裏
切
っ
て
現
れ
た
新
作
に
、（
身
勝
手
に
）
勇
気
づ
け
ら
れ
る
。
本
作
「�

武

蔵
境
の
あ
り
く
い 
」
は
、
去
年
の
『
新
潮
』
に
載
っ
た
「
夏
帆
」
の
続
編
と
な

る
、
少
し
長
め
の
短
編
だ
。
こ
れ
か
ら
物
語
が
発
展
し
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
が
、

今
こ
の
時
点
で
も
、
目
を
凝
ら
し
て
み
れ
ば
、
何
か
が
見
え
て
く
る
気
が
す
る
。

　

前
作
で
不
気
味
な
男
、
佐
原
と
出
会
っ
た
主
人
公
の
夏
帆
だ
っ
た
が
、
今
で

は
平
和
に
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
ん
な
折
彼
女
は
奇
妙
な
白
日
夢
を
見
る
。

あ
り
く
い
の
奥
さ
ん
が
夢
に
現
れ
、
い
き
な
り
武
蔵
境
へ
引
っ
越
せ
と
命
じ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
自
分
た
ち
に
は
天
敵
の
ジ
ャ
ガ
ー
が
、
そ
し
て
、
夏
帆
に
は
「
大

型
の
モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
の
エ
ン
ジ
ン
音
」
に
象
徴
さ
れ
る
、
不
吉
な
何
か
が

迫
っ
て
い
る
か
ら
、
と
そ
う
言
う
の
だ
。
そ
う
し
て
引
っ
越
し
た
先
の
武
蔵
境

で
、
彼
女
は
あ
り
く
い
夫
妻
が
住
ん
で
い
た
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
彼
ら
の
子
供
を
襲

っ
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
ジ
ャ
ガ
ー
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

今
作
に
お
け
る
「
ジ
ャ
ガ
ー
」
や
、
前
作
に
お
け
る
佐
原
が
「
悪
」
の
ア
レ

ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
対
決
は
、
確
か
に
過
去
の
村
上
作
品
の
中
で

繰
り
返
し
追
求
さ
れ
て
き
た
も
の
と
似
通
っ
て
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
連
作
に

お
い
て
は
、「
悪
」
の
姿
は
ど
う
に
も
定
ま
っ
た
像
を
結
ば
な
い
。「
大
型
モ
ー

タ
ー
サ
イ
ク
ル
の
エ
ン
ジ
ン
音
」
が
明
ら
か
に
指
示
し
て
い
る
の
は
、
前
作
に

お
い
て
ツ
ー
リ
ン
グ
の
誘
い
を
夏
帆
に
持
ち
か
け
る
佐
原
だ
が
、
そ
の
彼
は
夏

帆
の
目
に
「
ア
リ
ク
イ
」
の
よ
う
だ
と
映
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

　

こ
こ
で
手
掛
か
り
に
な
る
よ
う
に
見
え
る
の
が
本
連
作
に
お
け
る
双
数
性
と

単
数
性
の
対
比
で
あ
る
。
あ
り
く
い
の
世
界
で
は
、
夫
妻
は
「
二
匹
で
一
体
」

の
よ
う
な
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ジ
ャ
ガ
ー
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た

子
供
も
二
匹
。
あ
り
く
い
た
ち
は
必
ず
ペ
ア
を
つ
く
る
、
と
言
い
切
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
夏
帆
は
一
人
っ
子
で
あ
り
、
前
回
に
続
い
て
今
回
に

お
い
て
も
夏
帆
は
そ
れ
に
思
い
あ
た
る
。
加
え
て
言
う
な
ら
、
今
作
に
お
い
て

言
及
さ
れ
る
夏
帆
の
肉
親
は
父
と
叔
父
の
み
で
あ
り
、
彼
ら
と
対
を
な
し
得
る

女
性
た
ち
の
影
は
限
り
な
く
薄
い
。
つ
ま
り
、
夏
帆
の
眺
め
る
人
間
世
界
は
あ

り
く
い
世
界
と
違
っ
て
単
数
性
の
―
男
の
い
な
い
女
／
女
の
い
な
い
男
た
ち
の

―
―
世
界
な
の
だ
。
無
論
夏
帆
に
は
母
も
い
る
の
だ
が
、
今
の
段
階
で
は
全
く

登
場
し
な
い
と
い
う
、
こ
の
歪
み
。

　

こ
の
原
理
を
撹
乱
し
、
物
語
世
界
を
駆
動
し
う
る
の
が
、「
不
気
味
な
男
」

佐
原
だ
。「
意
外
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
（
…
）
僕
ら
は
も
と
も
と
そ
う
遠

く
は
離
れ
て
い
な
い
ん
だ
」、
と
前
作
で
夏
帆
に
言
い
放
っ
た
彼
。
こ
こ
で
佐

原
は
人
間
の
世
界
に
双
数
性
を
導
入
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
に
夏
帆

が
一
人
っ
子
で
あ
る
と
い
う
情
報
に
置
か
れ
た
（
反
復
に
よ
る
）
強
勢
を
重
ね

合
わ
せ
る
と
、
彼
は
夏
帆
の
一
種
の
兄
妹
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
血
縁
関
係
が
あ
る
と
ま
で
言
い
た
い
訳
で
は
な
い
が
、

そ
れ
で
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で
、
二
人
は
兄
妹
な
の
で
は
な
い
か
。

　
『
街
と
そ
の
不
確
か
な
壁
』
で
「
イ
エ
ロ
ー
・
サ
ブ
マ
リ
ン
の
少
年
」
を
登

場
さ
せ
て
仮
想
的
な
父
子
関
係
を
描
い
て
い
た
村
上
春
樹
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら

仮
想
的
な
兄
妹
関
係
の
領
域
へ
踏
み
込
ん
で
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予

想
も
あ
な
が
ち
怪
し
げ
な
も
の
に
は
見
え
な
い
は
ず
だ
。
ど
う
だ
ろ
う
か
？

　

と
ま
あ
、
思
い
つ
く
限
り
の
手
札
を
広
げ
て
み
た
か
ら
、
あ
と
は
、
村
上
春

樹
が
手
札
を
開
け
る
の
を
待
つ
だ
け
。
も
ち
ろ
ん
、
見
当
違
い
の
可
能
性
も
あ

る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
そ
れ
は
ま
た
後
日
の
話
―
―
。�

（�

コ
ー
ク 

）
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読
者
か
ら
ひ
と
こ
と

○
特
集
「
音
楽
」
と
て
も
楽
し
く
読
み
ま
し
た
。
全

体
的
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
り
自
分
に
変
化
が
生
ま
れ

そ
う
な
本
の
紹
介
が
多
く
、
書
評
以
外
も
一
冊
丸
ご

と
堪
能
し
ま
し
た
。
年
度
末
の
忙
し
さ
を
越
え
た
ら

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
あ
た
り
に
集
中
し
て
読
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
今
年
も
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど

色
々
と
流
行
し
ま
し
た
が
、
皆
様
も
お
元
気
で
多
様

な
本
を
ご
紹
介
下
さ
い
。
い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
！�

（�

防
災
研
・
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス 

）

―
―
温
か
い
お
言
葉
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
も
Ｇ
Ｗ
に
積
読
本
を
ま
と
め
て
片
付
け
る
つ
も
り

だ
っ
た
の
で
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
Ｇ
Ｗ
明
け
に

は
積
読
の
山
は
高
く
な
っ
て
い
ま
し
た
（
勝
手
に
増

殖
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
ま
す
）。

○
学
生
時
代
に
あ
ま
り
本
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の

で
後
悔
し
て
い
る
還
暦
の
者
で
す
。
今
回
の
大
学
的

読
書
事
始
め
を
参
考
に
若
者
の
気
分
で
読
書
を
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。�

（�

卒
業
生
・
も
ち
べ
え 

）

―
―
学
び
の
道
は
誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
て
、
本
は

そ
の
扉
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
お
供
に
綴
葉

を
選
ん
で
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ち
な
み
に
現
在
、
吉
田
南
図
書
館
で
は
綴
葉
の
「
大

学
的
読
書
事
始
め
2
0
2
5
」
と
コ
ラ
ボ
し
た
展
示

が
開
催
中
で
す
。
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
を
。（�

浅
煎
り 

）

　今年度から編集委員に加えてもらいました、
猫足と申します。猫足……アンティークの家
具によくあるアレ

0 0

をイメージしていただいた
らよいでしょうか……あるいは、あの、バス
タブとかの。猫足のついた家具が、本を読み、
書評を書く……なんだかモーパッサンの小説
みたいですよね。……ところで、なんでバス
タブに猫足をつけるんでしょうね。むずかし
いことはよくわかりません、家具なので。
　こうしてこの場を借りて独り語りをしてい
ると、まるで夢野久作の語り手になったよう
な気分です……エエ、そう云うものなのかも
しれません……しかし、果して私はイッタイ
誰に話しかけているのでしょうね……抑も斯
うして語る私は何者なんでしょう、ホホホホ
ホホ…………イヤ、失敬、失敬……たまには
こんなデイレッタントな遊戯をして愉しむと
いうのも、ナカナカ良いものかもしれません
ネ……イヤハヤ実にケッタイなことで……
　とまれ、冗談は程々にしておきつつ。徐々
に蒸し暑くなってくる頃合いだと思いますが、
みなさまご無理のなさりませぬように。斯く
いう猫足、さぼりすぎて授業何を取っていた
かも覚えていません。まあ、そんなこともあ
りますよね。だって本読んでた方が愉しいし。
� 開き直りつつ記す（�猫足 ）

編集後記 当てよう！図書カード
　今回の特集でも取り上げられている、愛媛
は松山。そんな松山が誇る松山城は、江戸時
代以前に建築された天守が残っている現存
12 天守に数えられています。さて、次の 4
つのうち、現存 12 天守でない城はどれでし
ょう？
　1．金沢城　　　2．宇和島城
　3．姫路城　　　4．弘前城
� （�荒砥 ）

《応募方法》 答えを書いた読者カードを、�
生協のひとことポストに投函してください。
下記QRコードのリンク先（https://forms.gle/�
evEccphotDZiZURY7）から応募することも�
可能です。正解者の中から 5名の
方に図書カードを進呈いたします。
応募締め切りは 7月 15 日です。

《３月号の解答》 3 月号の問題の正解は、1．
の蝉丸でした。正体不明の琵琶法師にして歌
人とはミステリアスですね。逢坂の関があっ
た山科から大津へ抜けたところには、蝉丸神
社というものがあるそうです。図書カードの
当選者は、たんこさん、もちべんさん、ぷょ
ーどるさん、白木さん、ハリーさんの 5名で
す。当選おめでとうございます。�（�浅煎り ）


