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江
戸
川
乱
歩
「
黒
蜥
蜴
」
論

―
黒
蜥
蜴
の
人
物
表
現
に
つ
い
て

古

閑

裕

規

は
じ
め
に

「
黒
蜥
蜴
」
は
昭
和
九
年
一
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
（
三
月
休
載
）
、

雑
誌
『
日
の
出
』
（
新
潮
社
）
に
連
載
さ
れ
た
江
戸
川
乱
歩
の
長
編
小
説

の
一
つ
で
あ
る
。
美
貌
の
女
賊
黒
蜥
蜴
と
名
探
偵
明
智
小
五
郎
に
よ
る
宝

石
屋
の
令
嬢
岩
瀬
早
苗
と
至
宝
「
エ
ジ
プ
ト
の
星
」
を
め
ぐ
っ
た
知
的
闘

争
と
、
敵
同
士
の
は
ず
の
二
人
の
恋
愛
模
様
と
を
描
い
た
物
語
と
な
っ
て

い
る
。

作
品
の
特
徴
と
し
て
、
大
内
茂
男
氏

（
一
）

が
「
強
い
て
犯
人
を
伏
せ
た

探
偵
小
説
的
構
成
を
と
ら
ず
、
大
部
分
を
女
賊
の
側
か
ら
描
い
た
た
め
に
、

か
え
っ
て
す
っ
き
り
し
た
出
来
栄
え
に
な
っ
た
」
と
言
う
よ
う
に
、
犯
人

が
物
語
の

初
か
ら
判
明
し
て
い
る
倒
叙
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
物
語
の

大
半
が
女
賊
黒
蜥
蜴
視
点
で
あ
り
、
主
要
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

彼
女
の
人
物
造
形
、
そ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
考
察
さ

れ
て
い
る
。

堀
江
珠
喜
氏

（
二
）

は
、
昭
和
ベ
ル
エ
ポ
ッ
ク
の
女
性
像
を
示
し
た
作
品

の
一
つ
に
「
黒
蜥
蜴
」
を
あ
げ
て
い
る
。
作
品
冒
頭
で
黒
蜥
蜴
が
全
裸
で

「
宝
石
踊
り
」
を
披
露
す
る
姿
は
「
サ
ロ
メ
か
マ
タ
・
ハ
リ
を
連
想
」
さ

せ
、
ダ
ン
ス
場
か
ら
始
ま
る
レ
ビ
ュ
ー
性
や
、
そ
の
後
男
装
姿
で
現
れ
る

こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
「
宝
塚
や
松
竹
の
男
役
ス
タ
ー
を
連
想
」
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
か
ら
当
時
「
話
題
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
っ
た
」
川

島
芳
子

（
三
）

に
も
重
ね
あ
わ
せ
て
い
る
。
「
皇
后
婉
容
の
天
津
脱
出
を
助
け

た
男
装
の
麗
人
芳
子
は
、
ま
さ
に
英
雄
で
あ
り
、
東
洋
の
マ
タ
ハ
リ
、
あ

る
い
は
東
洋
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
と
呼
ば
れ
る
「
時
の
人
」
だ
っ
た
」
、

ま
た
芳
子
は
踊
り
の
名
手
で
も
あ
り
、
「
ダ
ン
サ
ー
の
華
や
か
な
イ
メ
ー

ジ
こ
そ
、
ス
パ
イ
・
マ
タ
ハ
リ
と
芳
子
を
重
ね
合
わ
せ
て
レ
ヴ
ュ
ー
性
を

ま
と
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
、
マ
タ
ハ
リ
的
な
側
面
を
強
調
し
て
女

賊
黒
蜥
蜴
に
川
島
芳
子
を
投
影
し
て
い
る
。

海
老
澤
彩
香
氏

（
四
）

は
「
少
女
歌
劇
の
男
役
ス
タ
ー
」
や
川
島
芳
子
の

ほ
か
に
、
女
賊
黒
蜥
蜴
の
あ
だ
名
の
由
来
と
な
っ
た
黒
蜥
蜴
の
入
墨
か
ら

谷
崎
潤
一
郎
の
「
刺
青
」
（
『
新
思
潮
』
明
治
四
十
三
年
十
一
月
）
の
影
響

を
あ
げ
て
い
る
。

中
相
作
氏

（
五
）

は
、
黒
岩
涙
香
「
片
手
美
人
」
（
『
万
朝
報
』
明
治
二
十

二
年
五
月
十
七
日
―
七
月
二
十
七
日
連
載
）
の
主
人
公
が
「
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
公
爵
令
嬢
で
、ロ
シ
ア
政
府
の
圧
政
に
抵
抗
す
る
愛
国
者
組
織
の
首
領
」

で
「
絶
世
の
美
人
」
、
パ
リ
の
銀
行
に
盗
み
に
入
る
女
賊
、
「
終
幕
に
は
毒

に
よ
っ
て
死
を
迎
え
る
貴
婦
人
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
黒
蜥
蜴
の
ひ
と

つ
の
原
型
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。



- 10 -

こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
女
賊
黒
蜥
蜴
の
モ
デ
ル
に
つ
い

て
、
同
時
代
の
流
行
か
ら
の
影
響
を
除
け
ば
、
谷
崎
潤
一
郎
や
黒
岩
涙
香

と
い
っ
た
乱
歩
へ
の
影
響
が
明
ら
か
な
作
家
が
あ
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
ま
た
同
時
代
の
流
行
に
つ
い
て
、
堀
江
論
、
海
老
沢
論
の
指
摘

は

も
で
あ
る
が
、
「
黒
蜥
蜴
」
執
筆
当
時
、
川
島
芳
子
や
男
役
ス
タ
ー

が
大
衆
へ
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
で
更
な
る
考
察
の

余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
女
賊
黒
蜥
蜴
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
ま
ず
黒
蜥

蜴
の
形
容
と
し
て
作
中
で
用
い
ら
れ
る
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
に
着

目
し
、
新
聞
を
中
心
と
し
た
メ
デ
ィ
ア
か
ら
使
用
状
況
を
確
認
す
る
こ
と

で
、
同
時
代
の
流
行
の
影
響
を
見
て
い
く
。
次
に
、
同
時
代
の
流
行
か
ら

で
は
説
明
で
き
な
い
黒
蜥
蜴
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
作
中
で
も
歌
舞
伎
の

演
出
が
形
容
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
歌
舞
伎
作
品
と
の
関
わ

り
を
検
討
す
る
。

後
に
演
劇
性
と
い
う
観
点
で
、
女
賊
黒
蜥
蜴
の
モ
デ

ル
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
章

「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
に
見
る

黒
蜥
蜴
の
同
時
代
性

本
章
で
は
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
に
焦
点
を
あ
て
る
。「
黒
蜥
蜴
」

が
連
載
を
開
始
し
た
昭
和
九
年
一
月
発
刊
の
『
日
の
出
』
第
三
巻
第
一
号

掲
載
分
の
中
で
女
賊
黒
蜥
蜴
は
「
男
装
の
麗
人
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。

さ
う
命
令
し
な
が
ら
、
男
装
の
麗
人
は
、
自
動
車
の
ヘ
ッ
ド
・
ラ

イ
ト
も
テ
ー
ル
・
ラ
イ
ト
も
車
内
の
豆
電
灯
も
、
す
っ
か
り
消
し
て

し
ま
っ
た
。

（
「
地
獄
風
景
」
章
）

執
筆
当
時
の
流
行
を
検
討
し
、
乱
歩
が
こ
の
よ
う
に
黒
蜥
蜴
の
こ
と
を
表

現
し
た
意
図
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
の
執
筆
当
時
の
使
用
状
況
を
、
新
聞
を
手

掛
か
り
と
し
て
概
観
す
る
。
管
見
の
限
り

も
早
く
「
男
装
の
麗
人
」
と

い
う
語
が
新
聞
に
登
場
す
る
の
は
、
昭
和
八
年
二
月
二
十
二
日
の
『
東
京

朝
日
新
聞
』
の
夕
刊
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
見
出
し
で
、
「
男
装
の
麗
人
川

島
芳
子
嬢
／
熱
河
自
警
団
の
／
総
司
令
に
推
さ
る
／
雄
々
し
く
も
兵
匪
討

伐
の
陣
頭
に
」
と
あ
る
。
こ
の
後
も
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
は
川
島

芳
子
に
関
す
る
記
事
で
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
村
松
梢
風
の
小
説
の
影
響
で

あ
ろ
う
。
村
松
梢
風
は
川
島
芳
子
を
題
材
と
し
た
小
説
『
男
装
の
麗
人
』

を
雑
誌
『
婦
人
公
論
』（
中
央
公
論
社
）
に
昭
和
七
年
九
月
か
ら
連
載
し
、

同
タ
イ
ト
ル
の
単
行
本
を
翌
八
年
四
月
中
央
公
論
社
よ
り
刊
行
し
た
。
そ

の
復
刻
版
が
平
成
十
年
に
大
空
社
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
解

説
」
で
滝
口
浩
氏
が
「
一
説
に
よ
れ
ば
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
言
葉
も
、

本
書
で
梢
風
が
造
語
し
た
と
い
う
事
で
も
あ
る
」（

六
）

と
述
べ
て
い
る
。

新
聞
に
お
け
る
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
の
使
用
は
村
松
梢
風
の
造

語
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
当
時

の
新
聞
語
辞
典
を
参
考
と
す
る
。
昭
和
八
年
十
月
、
栗
田
書
店
よ
り
千
葉

亀
雄
が
編
者
と
な
っ
て
『
新
聞
語
辞
典
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
序
文
で

千
葉
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

現
代
新
聞
の
読
者
が
弱
り
切
る
一
つ
の
悩
み
は
、
す
で
に
無
数
の

旧
新
聞
語
が
あ
る
上
に
、
更
に
無
限
な
「
新
語
」
の
大
量
生
産
が
あ

る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
新
語
」
の
大
量
生
産
は
、
今
ま
で

無
か
つ
た
新
知
識
や
、
新
現
象
の
大
量
生
産
を
意
味
す
る
。
お
よ
そ

現
代
に
生
き
て
、能
率
的
な
生
活
を
営
ま
う
と
す
る
民
衆
に
と
つ
て
、

何
よ
り
貴
重
な
の
が
、
こ
の
新
知
識
と
、
新
現
象
の
把
握
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
為
に
は
、
新
知
識
と
新
現
象
を
象
徴
す
る
、「
新
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聞
語
」
を
理
解
せ
ず
に
、
そ
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
い
。
旧
新
聞
語

の
一
切
と
共
に
、
大
量
生
産
さ
れ
る
新
聞
新
語
の
、
殆
ど
全
部
を
網

羅
し
て
、
モ
ダ
ン
文
化
索
引
た
る
べ
き
「
新
聞
語
辞
典
」
出
現
の
動

機
が
こ
こ
に
あ
る
。

凡
例
に
も
「
今
日
の
新
聞
・
雑
誌
の
各
欄
に
現
れ
る
あ
ら
ゆ
る
新
語
・
術

語
・
時
事
問
題
・
事
件
・
人
名
等
を
網
羅
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
千
葉
の

熱
意
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
辞
典
中
に
、
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
は

立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
発
売
時
期
か
ら
し
て
、
新
聞
に
「
男
装
の
麗
人
」

と
い
う
語
は
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
新
聞
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
『
新
聞
語
辞
典
』
は
三
年
後
の
昭
和
十
一

年
十
月
に
増
補
改
訂
版
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
の
増
補
改
訂
版
の
序
文
に

は
、
「
茲
に
本
書
の
増
版
を
刊
行
す
る
に
当
り
、
故
千
葉
先
生
の
意
を
体

し
て
、
前
版
の
誤
植
を
正
し
内
容
の
厳
正
改
訂
を
行
ふ
と
と
も
に
、
新
た

に
七
百
数
項
の
新
語
、
新
熟
語
を
加
へ
て
、
即
ち
時
勢
に
順
応
し
た
る

新
完
璧
の
「
新
聞
語
辞
典
」
」
と
な
る
よ
う
努
力
し
た
旨
が
、
栗
田
書
店

編
輯
部
名
義
で
書
か
れ
て
い
る
。こ
の
増
補
改
訂
版
の
追
加
語
の
中
に
「
男

装
の
麗
人
」
も
含
ま
れ
る
。
そ
れ
を
次
に
あ
げ
る
。

だ
ん
そ
う
の
れ
い
じ
ん
（
男
装
の
麗
人
）

満
州
事
変
や
上
海
事

件
が
発
生
す
る
と
共
に
常
に
男
装
し
て
戦
線
に
幕
営
に
猛
将
勇
率
に

伍
し
て
活
躍
し
遂
に
満
州
国
の
成
立
ま
で
に
発
展
せ
し
め
た
、
東
洋

の
ジ
ァ
ン
ダ
ー
ク
を
以
て
自
ら
許
す
麗
人
川
島
芳
子
の
こ
と
を
い

ふ
。第

二
代
の
男
装
の
麗
人
は
日
活
ス
タ
ー
西
條
エ
リ
子
の
女
パ
ト
ロ

ン
と
し
て
三
面
記
事
に
名
声
を
伝
へ
た
大
阪
の
増
田
富
美
子
の
こ
と

で
、
男
装
の
麗
人
か
ら
無
軌
道
娘
に
発
展
し
、
遂
に
ア
ダ
リ
ン
を
服

用
し
た
が
事
な
き
を
得
た
。
こ
れ
ら
の
両
人
が
男
装
の
麗
人
の
代
表

者
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
と
し
て
、
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
が
新
語

と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
が
昭
和
八
年
か
ら
昭
和
十
一
年
の
間
で
あ
る
こ

と
、
そ
の
代
表
人
物
が
川
島
芳
子
と
増
田
富
美
子

（
七
）

で
あ
る
こ
と
の
二

点
で
あ
る
。
二
代
目
と
さ
れ
て
い
る
増
田
富
美
子
が
騒
が
れ
る
の
は
昭
和

十
年
の
こ
と
な
の
で
、
や
は
り
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
は
村
松
梢
風

の
小
説
か
ら
来
た
語
で
、
「
黒
蜥
蜴
」
執
筆
当
時
は
川
島
芳
子
を
指
す
語

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

『
男
装
の
麗
人
』（

八
）

で
は
清
朝
の
公
女
・
満
里
子
が
×
×
×
（
筆
者
注

：
「
日
本
軍
」
と
思
わ
れ
る
）
の
ス
パ
イ
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
上
海

で
の
生
活
に
密
着
す
る
形
で
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
満
里
子
の
モ
デ

ル
が
川
島
芳
子
で
あ
り
、
上
海
で
取
材
を
し
た
こ
と
は
、『
男
装
の
麗
人
』

の

後
に
「
私
の
見
た
川
島
芳
子
さ
ん
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
梢
風
は
、
モ
デ
ル
の
川
島
芳
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

物
の
つ
い
で
に
御
披
露
す
る
が
、
芳
子
さ
ん
は
社
交
ダ
ン
ス
の
名

人
だ
。
そ
れ
も
レ
デ
ー
と
し
て
よ
り
は
男
役
の
方
が
上
手
だ
。
上
海

で
世
界
各
国
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
出
る
ソ
シ
ア
ル
・
ダ
ン
ス
競
技
会

で
ワ
ル
ツ
を
踊
っ
て
一
等
を
取
っ
た
そ
う
だ
。
私
は
毎
晩
拝
見
の
光

栄
を
有
し
た
が
、
ま
っ
た
く
美
事
な
も
の
だ
。

鉄
砲
、
乗
馬
、
自
動
車
の
運
転
、
そ
う
い
う
技
術
は
何
れ
も
彼
女

の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
。
自
動
車
な
ど
は
本
職
の
運
転
手
は
だ
し

だ
。

作
中
で
も
満
里
子
が
毎
晩
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
通
っ
て
い
る
描
写
や
、
自
動

車
を
運
転
し
て
い
る
描
写
が
あ
る
。
「
黒
蜥
蜴
」
冒
頭
の
「
暗
黒
街
の
女

王
」
章
か
ら
「
地
獄
風
景
」
章
に
か
け
て
の
話
は
こ
の
梢
風
の
記
述
の
流

れ
の
ま
ま
で
あ
る
。
黒
蜥
蜴
は
暗
黒
街
の
ダ
ン
ス
場
で
女
王
と
し
て
君
臨
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し
踊
り
を
披
露
し
、
雨
宮
潤
一
の
相
談
を
受
け
た
あ
と
タ
ク
シ
ー
運
転
手

に
変
装
し
て
車
の
運
転
を
し
て
い
る
。
梢
風
は
川
島
芳
子
を
「
珍
し
い
才

能
の
所
有
者
」
と
言
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
内
容
的
に
も
「
女
性
に
し
て
は
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
。
タ
ク
シ
ー
運
転
手
姿
の
時
に
男
装

を
披
露
し
、
雨
宮
潤
一
に
「
あ
ん
た
運
転
で
き
る
ん
で
す
か
」
と
言
わ
せ

て
い
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
梢
風
の
記
述
が
念
頭
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

ま
た
『
男
装
の
麗
人
』
に
お
い
て
、
仕
事
仲
間
の
高
村
と
満
里
子
の
関

係
は
、
同
僚
以
上
愛
人
未
満
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
満
里
子
は
高
村

が
男
の
虚
栄
心
を
発
揮
し
て
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
軽
蔑

し
な
が
ら
も
、
「
高
村
の
男
性
的
な
姿
を
見
な
い
と
淋
し
い
日
も
あ
る
」

と
複
雑
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
関
係
は
、

高
村
は
、
元
来
非
常
な
乱
暴
者
だ
け
れ
ど
、
不
思
議
に
も
満
里
子
の

前
へ
来
た
時
だ
け
は
、
猫
の
よ
う
に
温
和
し
く
な
る
。
時
に
は
、
番

犬
の
よ
う
に
忠
実
で
も
あ
る
。
そ
れ
と
反
対
に
、
満
里
子
は
、
女
王

の
よ
う
に
威
張
っ
た
り
、
主
人
の
よ
う
に
我
儘
を
云
っ
た
り
、
子
供

の
よ
う
に
駄
々
を
こ
ね
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
女
賊
黒
蜥
蜴
と
雨
宮
潤
一
の
関
係
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

エ
ヽ
、
僕
は
甘
ん
じ
て
女
王
様
の
奴
隷
に
な
り
ま
す
。
ど
ん
な
卑
し

い
仕
事
で
も
し
ま
す
。
あ
な
た
の
靴
の
底
に
だ
っ
て
接
吻
し
ま
す
。

そ
の
代
り
、
あ
な
た
の
産
ん
だ
児
を
見
捨
て
な
い
で
下
さ
い
。
ね
え
、

見
捨
て
な
い
で
。

（
「
ホ
テ
ル
の
客
」
章
）

色
敵
を
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
な
不
良
青
年
も
女
賊
黒
蜥
蜴
の
前
で
は
お
と

な
し
い
忠
実
な
奴
隷
と
な
る
。
満
里
子
と
高
村
の
関
係
性
と
異
な
り
、
黒

蜥
蜴
と
雨
宮
潤
一
の
間
に
は
擬
似
的
な
母
子
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
母
性
に
つ
い
て
も
、
満
里
子
に
モ
デ
ル
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
満
里
子
は
親
に
売
ら
れ
た
書
連
と
い
う
少
女
を
二
千
二
百
ド
ル
も

の
大
金
で
購
入
し
、
「
僕
の
娘
」
と
言
っ
て
か
わ
い
が
っ
て
い
る
。
眠
っ

て
い
る
書
連
を
「
可
愛
く
て
堪
ま
ら
ぬ
よ
う
に
相
好
崩
し
て
見
入
」
っ
て

い
る
様
は
母
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
奴
隷
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
金
で
買

っ
た
娘
と
母
子
的
関
係
を
結
ん
で
い
る
点
は
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。

満
里
子
は
書
連
を
購
入
す
る
際
高
村
を
は
じ
め
数
人
か
ら
借
金
を
し
て

お
り
、
そ
の
返
済
の
為
に
ダ
ン
サ
ー
と
し
て
活
動
を
始
め
る
。
高
村
は
清

朝
の
公
女
が
ダ
ン
サ
ー
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
苦
言
を
呈
す
が
、
そ
れ
に

対
し
て
満
里
子
は
、

僕
は
さ
う
思
は
な
い
な
、
清
朝
の
皇
族
な
ん
て
云
っ
た
っ
て
、
そ
れ

は
朝
廷
が
あ
っ
て
こ
そ
の
皇
族
な
ん
だ
、
現
在
の
我
れ

〱
み
た
い

に
、
社
会
か
ら
冷
遇
さ
れ
、
普
通
の
人
民
以
上
に
権
力
の
圧
迫
を
受

け
て
遁
げ
廻
っ
て
歩
い
て
る
人
間
が
、
皇
族
の
誇
り
だ
け
を
背
負
は

せ
ら
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、
可
成
み
じ

め
な
こ
と
ぢ
ゃ
な
い
か
、
寧
ろ
滑
稽
だ
よ
そ
ん
な
こ
と
は
、
僕
は
取

る
に
足
り
な
い
女
だ
け
れ
ど
も
、
復
辟
運
動
の
た
め
に
は
い
つ
で
も

小
さ
な
杙
に
な
っ
て
来
た
。
（
中
略
）
君
や
、
世
間
の
人
は
、
僕
を

単
な
る
不
良
少
女
だ
と
思
っ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
、
僕
は
不
良
少

女
で
甘
ん
じ
る
、
け
れ
ど
も
僕
は
死
ぬ
ま
で
国
民
党
と
戦
う
決
心
で

ゐ
る
ん
だ
、
僕
に
は
人
生
の
快
楽
も
、
理
想
も
、
女
と
し
て
の
満
足

も
、
何
一
つ
無
い
よ
、
只
僕
は
、
自
分
が
殺
さ
れ
る
ま
で
戦
ふ
の
だ
、

其
の
た
め
に
は
、
ど
ん
な
事
で
も
す
る
、
恥
か
し
い
だ
の
、
不
体
裁

だ
の
、
そ
ん
な
こ
と
は
考
へ
な
い
、
ダ
ン
サ
ー
に
な
る
く
ら
ゐ
は
屁

で
も
な
い
と
思
っ
て
ゐ
る
の
だ
、
（
後
略
）

と
、
国
民
党
を
打
倒
し
清
朝
を
復
古
す
る
こ
と
へ
の
強
い
決
意
を
語
る
。

強
い
信
念
を
持
っ
て
行
動
す
る
女
性
像
は
「
東
洋
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
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の
異
名
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
梢
風
も
「
私
の
見
た
川
島
芳
子
さ
ん
」
で
川

島
芳
子
が
ラ
ジ
オ
講
演
で
「
東
洋
の
ジ
ャ
ン
ダ
ル
ク
と
し
て
激
賞
さ
れ
た
」

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
て
お
り
、
こ
の
異
名
を
意
識
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

川
島
芳
子
の
異
名
は
現
在
「
東
洋
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
、
「
東
洋
の

マ
タ
・
ハ
リ
」
の
二
つ
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
「
黒
蜥
蜴
」
執
筆
当
時
の

状
況
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
同
時
代
の
新
聞
記
事
で
は
、
管
見
の
限
り
異

名
と
共
に
川
島
芳
子
を
報
じ
て
い
る
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し

先
述
し
た
『
新
聞
語
辞
典
』
の
「
男
装
の
麗
人
」
項
の
説
明
で
は
「
東
洋

の
ジ
ァ
ン
ダ
ー
ク
を
以
て
自
ら
許
す
麗
人
川
島
芳
子
」
と
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
七
年
九
月
に
公
開
さ
れ
た
映
画
『
満
蒙
建
国
の
黎

明
』
は
川
島
芳
子
を
モ
デ
ル
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
主
役
を
務

め
た
入
江
た
か
子
は
、
川
島
芳
子
を
モ
デ
ル
と
し
た
彩
風
姫
を
「
満
蒙
建

国
の
蔭
に
咲
く
東
洋
の
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
」（

九
）

と
評
し
て
い
る
。
川
島
芳

子
も
「
世
間
で
は
、
又
お
ぞ
ま
し
く
も
、
僕
の
事
を
、
や
れ
東
洋
の
ジ
ャ

ヌ
ダ
ル
ク
だ
の
、
何
だ
の
と
、
途
方
も
な
く
持
ち
上
げ
る
も
の
が
あ
る
」（

十
）

と
自
身
が
そ
の
よ
う
な
異
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。

同
時
代
に
お
い
て
は
「
東
洋
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
と
い
う
異
名
が
使

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
一
方
「
東
洋
の
マ
タ
・
ハ
リ
」
と
い

う
異
名
が
見
ら
れ
る
の
は
戦
後
で
あ
る
。
戦
後
ス
パ
イ
と
し
て
中
国
で
拘

束
さ
れ
た
川
島
芳
子
が
裁
判
に
出
廷
す
る
こ
と
を
報
じ
た
記
事
で
、
「
満

州
、
華
北
に
か
け
て
国
際
ス
パ
イ
と
し
て
活
躍
し
た
「
東
洋
の
マ
タ
ハ
リ
」

金
璧
輝
（
川
島
芳
子
）
」（

十
一
）

「
満
州
事
変
以
来
満
州
華
北
に
か
け
て
国
際

女
ス
パ
イ
と
し
て
活
躍
し
た
「
東
洋
の
マ
タ
ハ
リ
」
川
島
芳
子
こ
と
金
璧

輝
」（

十
二
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
「
黒
蜥
蜴
」
執
筆
当
時
の
川
島

芳
子
は
「
東
洋
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
と
い
う
救
国
の
乙
女
の
イ
メ
ー

ジ
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
東
洋
の
マ
タ
・
ハ
リ
」
と
い
う

女
ス
パ
イ
の
イ
メ
ー
ジ
に
転
ず
る
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
表
さ
れ
る
黒
蜥
蜴
と
川
島
芳

子
で
あ
る
が
、
そ
の
容
姿
の
違
い
に
つ
い
て
は
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
先
に
あ
げ
た
『
新
聞
語
辞
典
』
の
記
述
を
見
て
も
分
か
る
と
お
り
、

「
男
装
の
麗
人
」
と
称
さ
れ
る
川
島
芳
子
も
増
田
富
美
子
も
普
段
か
ら
男

装
を
し
て
生
活
し
て
い
る
。
『
男
装
の
麗
人
』
の
満
里
子
も
普
段
か
ら
男

装
で
イ
ガ
栗
頭
を
し
て
い
る
。
カ
ツ
ラ
を
か
ぶ
り
女
装
を
し
て
ダ
ン
ス
ホ

ー
ル
に
繰
り
出
す
シ
ー
ン
は
あ
る
が
、
満
里
子
は
「
久
世
先
生
（
筆
者
注

：
モ
デ
ル
は
梢
風
）
が
俺
を
小
説
に
書
く
の
に
、
イ
ガ
栗
頭
ば
か
し
見
て

い
ち
ゃ
あ
感
じ
が
出
な
い
と
云
う
か
ら
、
今
日
始
め
て
女
形
を
や
っ
て
御

覧
に
入
れ
る
の
さ
、
も
う
誰
に
頼
ま
れ
た
っ
て
こ
ん
な
真
似
は
二
度
と
し

や
あ
し
ね
え
」
と
言
っ
て
お
り
、
確
か
に
作
中
で
の
女
装
も
こ
の
場
面
の

み
で
あ
る
。
黒
蜥
蜴
は
と
い
う
と
、
挿
絵
か
ら
「
黒
衣
婦
人
」
と
称
さ
れ

る
よ
う
に
黒
ず
く
め
の
ド
レ
ス
で
断
髪
姿
が
基
本
で
あ
る
と
わ
か
る
。

満
里
子
と
黒
蜥
蜴
の
共
通
点
と
し
て
ダ
ン
ス
場
に
通
い
ダ
ン
ス
を
披
露

し
て
い
た
こ
と
は
先
に
示
し
た
が
、
「
黒
蜥
蜴
」
執
筆
当
時
、
断
髪
洋
装

の
女
性
が
踊
り
等
を
披
露
す
る
場
と
し
て
、
他
に
レ
ビ
ュ
ー
劇
場
が
考
え

ら
れ
る
。
二
人
の
容
姿
の
相
違
点
を
検
討
す
る
為
に
、
「
黒
蜥
蜴
」
と
同

時
期
に
『
講
談
倶
楽
部
』
で
連
載
し
て
い
た
「
人
間
豹
」（

十
三
）

に
お
け
る

レ
ビ
ュ
ー
ガ
ー
ル
の
記
述
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

「
人
間
豹
」
に
は
「
レ
ヴ
ィ
ウ
団
の
女
王
」
と
讃
え
ら
れ
る
江
川
蘭
子

と
い
う
断
髪
洋
装
の
レ
ビ
ュ
ー
ガ
ー
ル
が
登
場
す
る
。
「
中
学
生
と
い
う

中
学
生
、
女
学
生
と
い
う
女
学
生
を
、
夢
中
に
昂
奮
さ
せ
る
」
と
あ
り
、

こ
れ
も
当
時
の
世
相
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
で
初
め
て
断
髪
の
男
役
と
し
て
一
世
を
風
靡
し
た
水
の
江
瀧
子
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は
、
昭
和
六
年
八
月
二
十
四
日
の
『
読
売
新
聞
』
の
夕
刊
の
「
世
に
男
は

あ
る
も
の
を
！
」
と
い
う
コ
ラ
ム
の
中
に
「
舞
台
の
男
姿
に
／
相
寄
つ
た

二
つ
の
魂
／
お
ゝ
甘
き
か
な
／
レ
ヴ
ユ
ウ
ガ
ー
ル
と
十
四
歳
」
と
い
う
見

出
し
で
、

少
女
―
―
京
橋
区
木
挽
町
七
三
宮
崎
み
え
（
一
四
）
（
仮
名
）
松
竹

レ
ヴ
ユ
ウ
の
ス
テ
ー
ジ
に
、
輝
や
か
し
い
フ
ツ
ト
・
ラ
イ
ト
を
浴
び

て
、
あ
る
ひ
は
シ
ツ
ク
な
背
広
姿
の
、
あ
る
ひ
は
シ
ヤ
ン
と
し
た
シ

ル
ク
ハ
ツ
ト
の
い
と
も
雄
々
し
い
水
ノ
江
瀧
子
嬢
の
男
姿
に
恋
着
し

て
、
た
う
と
う
「
私
の
愛
す
る
」
「
私
の
小
鳩
よ
」
と
、
五
尺
の
男

な
ん
ざ
、
は
る
か
に
及
ば
な
い
、
あ
ん
か
な
る
恋
（
お
う
！
）
に
陶

酔
し
て
ゐ
た
の
だ
つ
た

男
役
の
彼
女
に
、
お
下
髪
の
少
女
、
―
―
そ
れ
は
二
千
年
ま
へ
の
、

ギ
リ
シ
ヤ
の
美
姫
、
ビ
リ
チ
ス
の
教
へ
を
そ
の
ま
ゝ
に
代
官
山
の

ア
パ
ー
ト
の
一
室
に
、
レ
ス
ボ
ス
の
島
の
夢
を
再
現
し
た
わ
け
で

あ
る

な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
九
年
六
月
十
五
日
の
『
読
売
新
聞
』

の
朝
刊
に
は
、
大
槻
憲
二
が
「
同
性
愛
の
精
神
分
析
」
と
い
う
コ
ラ
ム
で
、

「
同
性
愛
も
恋
愛
も
／
所
詮
は
『
自
己
恋
慕
』
／
内
に
圧
へ
ら
れ
て
ゐ
る

自
分
を
見
出
し
／
▽
…
…
幻
に
恋
を
す
る
！
」
と
い
う
題
で
、
ナ
ル
シ
ス

型
対
象
選
択
に
よ
る
同
性
愛
に
つ
い
て
「

近
の
レ
ヴ
ユ
ウ
を
見
て
面
白

い
の
は
女
性
の
男
装
で
す
。
水
ノ
江
瀧
子
の
や
う
に
多
く
の
女
学
生
に
フ

ア
ン
を
持
つ
と
い
ふ
の
も
女
学
生
が
水
ノ
江
瀧
子
の
中
に
抑
圧
さ
れ
た
自

分
を
男
の
俳
優
よ
り
も
よ
り
多
く
見
出
す
」
か
ら
だ
と
、
男
装
の
レ
ビ
ュ

ー
ガ
ー
ル
に
言
及
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
男
装
の
レ
ビ
ュ
ー
ガ
ー
ル
は
、

少
女
達
の
あ
こ
が
れ
の
的
で
あ
り
、
思
慕
の
対
象
と
し
て
人
気
を
博
し
て

は
い
る
が
、
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

あ
く
ま
で
女
優
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
人
間
豹
」
の
中
で
も
同
様
で
あ
り
、
作
中
で
「
レ
ヴ
ィ
ウ
仮

面
」
と
い
う
セ
ル
ロ
イ
ド
面
が
流
行
し
た
際
の
描
写
が
次
で
あ
る
。

女
学
生
は
女
学
生
で
、
こ
の
お
面
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
、

あ
こ
が
れ
の
ボ
ー
イ
ッ
シ
ュ
・
ガ
ー
ル
を
、
声
を
惜
し
ま
ず
声
援
を

す
る
こ
と
が
出
来
た
。

（
「
仮
面
時
代
」
章
）

「
男
装
の
麗
人
」
と
レ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て
、
昭
和
九
年
三
月
八
日
の
『
東

京
朝
日
新
聞
』
の
朝
刊
の
記
事
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
前
田
多
門
氏
が

東
宝
劇
場
の
杮
落
と
し
で
上
演
さ
れ
た
『
男
装
の
麗
人
』
に
つ
い
て
書
い

た
コ
ラ
ム
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
「
男
装
の
麗
人
と
は
い
ふ
が
、
八
重
子

は
気
を
良
く
し
て
自
由
自
在
に
男
装
か
ら
女
装
に
、
女
装
か
ら
男
装
に
出

入
す
る
」
と
あ
る
。
前
田
の
書
き
ぶ
り
か
ら
、
や
は
り
「
男
装
の
麗
人
」

と
い
う
語
に
は
ず
っ
と
男
装
で
生
活
す
る
川
島
芳
子
の
イ
メ
ー
ジ
が
に
じ

ん
で
お
り
、
主
演
の
水
谷
八
重
子
の
こ
と
は
「
永
遠
の
中
性
女
子
」
と
い

う
呼
び
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
八
重
子
の
姿
は
乱
歩
の
描
い
た
女

賊
黒
蜥
蜴
像
と
重
な
り
あ
う
。
黒
蜥
蜴
の
容
姿
や
、
男
装
と
女
装
と
を
自

由
に
使
い
分
け
る
描
写
は
、
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
か
ら
想
起
さ
れ

る
姿
よ
り
も
レ
ビ
ュ
ー
ガ
ー
ル
に
近
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
よ
り
、
「
男
装
の
麗
人
」
と
形
容
さ
れ
る
女
賊
黒
蜥
蜴
の
モ
デ
ル

と
し
て
川
島
芳
子
が
い
る
こ
と
は
、
同
時
代
の
語
の
使
用
状
況
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
川
島
芳
子
像
の
典
拠
は
村
松
梢
風
『
男
装

の
麗
人
』
の
主
人
公
・
満
里
子
で
あ
る
。
し
か
し
黒
蜥
蜴
の
容
姿
や
描
写

は
レ
ビ
ュ
ー
ガ
ー
ル
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
の
「
男
装
の
麗
人
」

像
と
は
乖
離
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
黒
蜥
蜴
」
執
筆
当
時
既
に
川
島
芳
子

を
モ
デ
ル
と
し
た
映
画
『
満
蒙
建
国
の
黎
明
』
が
上
映
さ
れ
て
い
た
り
、

ま
た
「
黒
蜥
蜴
」
連
載
の
二
ヶ
月
後
に
は
『
男
装
の
麗
人
』
が
東
宝
劇
場
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で
上
演
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
川
島
芳
子
と
演
劇
を
結
び
つ
け
る
こ

と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
乱
歩
が
レ
ビ
ュ
ー
ガ
ー
ル

的
特
徴
を
持
つ
黒
蜥
蜴
の
形
容
に
、
あ
え
て
川
島
芳
子
を
指
す
と
認
識
さ

れ
て
い
た
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
を
用
い
た
こ
と
は
新
規
的
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。

当
時
日
本
軍
の
ス
パ
イ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
川
島
芳
子
で
あ
る
が
、

世
間
に
流
布
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
「
東
洋
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
と

い
う
救
国
の
乙
女
的
な
も
の
で
あ
り
、
女
賊
黒
蜥
蜴
の
毒
婦
の
イ
メ
ー
ジ

と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
暗
黒
街
の
女
王
」
章
で
ダ
ン

ス
を
踊
る
黒
蜥
蜴
の
腕
に
は
黒
い
蜥
蜴
の
入
墨
が
彫
っ
て
あ
り
、
そ
れ
が

名
前
の
由
来
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
も
川
島
芳
子
に
は
見
ら
れ
な
い

黒
蜥
蜴
の
特
徴
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
川
島
芳
子
を
モ
デ
ル
と
し
た
だ

け
で
は
説
明
し
え
な
い
点
に
つ
い
て
、
次
章
で
歌
舞
伎
作
品
か
ら
の
影
響

を
検
討
す
る
。

第
二
章

黒
蜥
蜴
に
見
る
毒
婦
の
造
形

一

江
戸
川
乱
歩
と
歌
舞
伎

江
戸
川
乱
歩
が
歌
舞
伎
を
愛
好
し
て
い
た
こ
と
は
、
昭
和
二
十
六
年
の

『
演
劇
界
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

（
十
四
）

に
詳
し
い
。
「
子
供
の
と
き
か
ら
、

名
古
屋
の
御
園
座
へ
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
も
ん
だ
っ
た
。
御
園
座
と

い
う
小
屋
は
、
東
京
か
ら
も
大
阪
か
ら
も
よ
く
歌
舞
伎
が
き
て
、
そ
の
点
、

両
方
の
も
の
を
見
ら
れ
た
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
う
」
、
「
東
京
へ
出
て
来
て

早
稲
田
に
入
っ
た
ん
だ
が
、
勿
論
貧
乏
学
生
だ
し
苦
学
生
だ
。
そ
れ
で
も
、

よ
く
見
に
い
っ
た
も
ん
だ
」
、
と
子
供
の
頃
か
ら
ず
っ
と
歌
舞
伎
を
好
ん

で
見
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
歌
舞
伎
の
好
み
に
つ
い
て
は
、「
歌

舞
伎
ら
し
い
も
の
…
…
大
時
代
の
物
が
好
き
だ
な
。
近
松
も
黙
阿
弥
も
読

ん
だ
り
し
て
両
方
と
も
好
き
な
ん
だ
が
、
歌
舞
伎
で
な
く
て
は
味
わ
え
な

い
、
古
典
的
な
味
と
い
う
の
は
、
や
は
り
大
時
代
な
物
に
あ
る
」
、
「
元
禄

歌
舞
伎
の
時
代
が
好
き
な
ん
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
番
強
く

印
象
に
残
っ
て
い
る
も
の
に
は
、
羽
左
衛
門
と
梅
幸
の
「
累
」
を
あ
げ
て

い
る
。
こ
れ
は
十
五
代
目
市
村
羽
左
衛
門
と
六
代
目
尾
上
梅
幸
の

「
色

彩

間

苅

豆
」（

十
五
）

で
あ
る
。
「
大
時
代
な
物
…
…
荒
事
な
ん
か
が

い
ろ
も
よ
う
ち
よ
つ
と
か
り
ま
め

好
き
だ
と
い
っ
た
の
と
喰
い
ち
が
う
け
れ
ど
、
世
話
物
で
も
い
い
」
と
生

世
話
物
も
好
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
歌
舞
伎
を
好
ん
で
い
た
乱
歩
は
、
歌
舞
伎
世
界
に
日
本
人

の
探
偵
趣
味
の
源
泉
を
見
て
い
る
。
随
筆
集
『
悪
人
志
願
』
（
昭
和
四
年

六
月

博
文
館
）
に
収
録
さ
れ
た
「
日
本
人
の
探
偵
趣
味
」（
『
文
芸
時
報
』

大
正
十
五
年
四
月
初
出
）（

十
六
）

の
中
で
、
日
本
の
創
作
探
偵
小
説
が
外
国

探
偵
小
説
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
言
説
に
対
し
て
、
「
歌
舞
伎
芝
居

の
世
界
は
、
探
偵
趣
味
、
犯
罪
趣
味
、
怪
奇
趣
味
を
以
て
充
た
さ
れ
」
て

お
り
、
そ
れ
を
愛
好
す
る
日
本
人
が
探
偵
小
説
を
生
み
出
す
素
地
は
十
分

に
あ
り
、
「
決
し
て
物
ま
ね
の
つ
け
焼
刃
で
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

後
に
は
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
て
い
る
日
本
の
探
偵
小
説
文
壇
に
対
し
て
次

の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

我
々
は
も
っ
と
南
北
や
黙
阿
弥
に
親
し
み
、
彼
等
の
作
物
を
味
読
し

て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
「
南
北
に
帰
れ
」
私
は
日

本
の
探
偵
作
家
（
自
分
を
加
え
て
）
に
こ
ん
な
風
に
呼
び
か
け
て
見

よ
う
か
と
も
思
う

以
上
よ
り
、
「
黒
蜥
蜴
」
執
筆
当
時
、
乱
歩
が
南
北
、
黙
阿
弥
に
探
偵

小
説
趣
味
を
認
め
、
親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
観
劇
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の
み
な
ら
ず
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
も
好
ん
で
い
た
こ
と
は
、
乱
歩

が
ど
こ
ま
で
歌
舞
伎
の
演
目
を
知
悉
し
て
い
た
か
を
考
え
る
上
で
重
要
で

あ
る
。
新
保
博
久
・
山
前
謙
編
著
『
幻
影
の
蔵

―
江
戸
川
乱
歩
探
偵
小

説
蔵
書
目
録

―
』
（
平
成
十
四
年
十
月

東
京
書
籍
）
付
属
の
江
戸
川

乱
歩
蔵
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
す
る
と
、
南
北
、
黙
阿
弥
の
テ
キ
ス
ト

と
し
て
、
坪
内
逍
遙
・
渥
美
清
太
郎
校
編
『
大
南
北
全
集
』
（
全
十
七
巻

大
正
十
四
年
―
昭
和
三
年

春
陽
堂
）
を
全
巻
、
河
竹
糸
女
補
・
河
竹

繁
俊
校
編
『
黙
阿
弥
全
集
』
（
全
二
十
八
冊

大
正
十
三
年
―
大
正
十
五

年

春
陽
堂
）
を
首
巻
か
ら
第
十
九
巻
ま
で
を
所
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
参
考
と
し
て
、
女
賊
黒
蜥
蜴
の
モ
デ
ル
へ
影

響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

二

四
世
鶴
屋
南
北
の
生
世
話
物

『
お
染
久
松
色
読
販
』

そ
め
ひ
さ
ま
つ
う
き
な
の
よ
み
う
り

（ⅰ）

「
黒
蜥
蜴
」
「
名
探
偵
の
敗
北
」
章
に
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

三
分
間
、
か
っ
き
り
三
分
間
で
あ
っ
た
。

再
び
彼
女
の
部
屋
の
ド
ア
が
開
く
と
、
そ
こ
か
ら
一
人
の
意
外
な

青
年
紳
士
が
出
て
来
た
。
格
好
の
い
ゝ
ソ
フ
ト
帽
、
派
手
な
柄
の
背

広
服
、
気
取
っ
た
鼻
眼
鏡
、
濃
い
口
髭
、
右
手
に
は
ス
ネ
ー
ク
ウ
ッ

ド
の
ス
テ
ッ
キ
、
左
手
に
は
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
。

こ
れ
が
僅
か
三
分
間
の
変
装
と
は
、
お
染
の
七
化
け
も
跣
足
の
早

業
、
魔
術
師
と
自
称
す
る
「
黒
蜥
蜴
」
で
な
く
て
は
出
来
な
い
芸
当

だ
。

四
世
鶴
屋
南
北
『
お
染
久
松
色
読
販
』（
初
演
：
文
化
十
［
一
八
一
三
］

年
三
月

森
田
座
）
に
お
い
て
、
主
役
の
女
形
が
お
染
、
久
松
含
む
七
役

を
早
替
り
で
務
め
る
こ
と
か
ら
、
通
称
を
「
お
染
の
七
役
」
と
い
う
。「
お

染
の
七
化
け
」
と
は
そ
の
早
替
り
の
演
出
を
指
し
、
黒
蜥
蜴
の
変
装
の
素

早
さ
を
喩
え
て
い
る
。

初
演
時
に
お
染
の
七
化
け
を
演
じ
た
の
は
、
五
世
岩
井
半
四
郎
で
、
そ

の
時
の
七
役
は
、「
油
屋
娘
、
お
染
。
同
丁
稚
、
久
松
。
奥
女
中
、
竹
川
。

お
染
母
、
貞
昌
。
久
松
云
い
號
け
、
お
光
。
喜
兵
衛
女
房
、
土
手
の
お
六
。

賤
の
女
、
鶴
土
手
の
お
作
」（

十
七
）

で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
土
手
の
お
六
は

当
た
り
役
で
、
二
年
後
の
文
化
十
二
［
一
八
一
五
］
年
五
月
、
河
原
崎
座

で
上
演
さ
れ
た
『
杜

若

艶

色

紫
』
で
土
手
の
お
六
が
再
登
場
し
、
八
ツ

か
き
つ
ば
た
い
ろ
も
え
ど
ぞ
め

橋
と
二
役
で
五
世
半
四
郎
が
再
び
務
め
て
い
る
。
こ
の
土
手
の
お
六
は
「
悪

婆
」
と
い
う
役
柄
で
あ
る
。
『
演
劇
百
科
大
事
典
』
の
河
竹
繁
俊
氏
が
書

い
た
「
悪
婆
」
の
項
に
よ
る
と
、

字
義
か
ら
い
え
ば
悪
人
の
老
婆
で
あ
る
が
、
単
な
る
悪
人
型
で
な
く
、

ま
た
年
齢
も
老
婆
と
限
ら
ず
、
多
く
は
い
わ
ゆ
る
毒
婦
と
よ
ば
れ
る

中
年
層
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
の
由
来
は
そ
う
古
く
な
く
、
ふ
つ
う

寛
政
四
年
（1792

）
に
四
世
岩
井
半
四
郎
が
三
日
月
お
せ
ん
を
演
じ

た
以
来
と
さ
れ
て
い
る
。（

十
八
）

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
渥
美
清
太
郎
氏
は
土
手
の
お
六
に
つ
い
て
、

こ
れ
（
筆
者
注
：
土
手
の
お
六
）
が
半
四
郎
の
演
じ
た
中
で

も
好

評
の
あ
っ
た
毒
婦
で
す
。
こ
れ
に
は
三
種
類
あ
っ
て
『
於
染
久
松
色

読
販
』
『
杜
若
艶
色
紫
』
『
江
戸
製
連
理
帯
屋
』
と
、
各
々
異
っ
た
狂

言
に
何
れ
も
現
は
れ
ま
す
。
土
手
の
お
六
と
い
ふ
名
は
、
今
な
ら
蝮

の
お
政
と
か
、
高
橋
お
伝
と
か
い
う
風
に
、
当
時
の
代
表
的
毒
婦
と

し
て
喧
伝
さ
れ
た
も
の
で
す
。（

十
九
）

と
述
べ
て
い
る
。
渥
美
氏
は
『
大
南
北
全
集
』
第
九
巻
の
「
解
説
及
年
表
」
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の
中
で
、
『
杜
若
艶
色
紫
』
の
土
手
の
お
六
に
つ
い
て
、
「
「
於
染
久
松
色

読
販
」
の
中
の
、
土
手
の
お
六
と
い
う
悪
婆
を
再
出
し
て
」
と
書
い
て
い

る
よ
う
に
、
歌
舞
伎
の
「
悪
婆
」
は
、
し
ば
し
ば
「
毒
婦
」
と
い
う
語
で

説
明
さ
れ
る
。「
毒
婦
」
と
い
う
語
の
イ
メ
ー
ジ
の
一
つ
と
し
て
、「
悪
婆
」

が
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
お
染
久
松
色
読
販
』
に
お
け
る
土
手
の
お
六
の
見
せ
場
は
、
二
幕
目

「
瓦
町
油
屋
の
場
」
の
強
請
り
場
で
あ
る
。
土
手
の
お
六
と
亭
主
の
喜
兵

衛
は
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
で
百
両
を
欲
し
て
お
り
、
お
六
が
縫
い
直
し
を
頼

ま
れ
た
袷
が
、
依
頼
主
の
百
姓
久
作
が
瓦
町
の
油
屋
の
番
頭
と
喧
嘩
に
な

っ
て
そ
の
仲
裁
で
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
丁
度
行
き
倒
れ

の
死
体
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
弟
の
死
体
と
で
っ
ち
上
げ
て
油
屋
か
ら
百

両
を
ゆ
す
り
取
ろ
う
と
す
る
。

初
は
「
こ
れ
は
マ
ア
あ
な
た
に
は
、
初

め
て
お
目
に
か
ゝ
り
ま
す
。
私
は
葛
西
領
に
居
り
ま
す
る
者
で
ご
ざ
り
ま

す
」
と
丁
寧
に
話
を
し
て
い
る
が
、
い
ざ
死
体
を
見
せ
て
か
ら
は
口
調
が

が
ら
り
と
変
化
す
る
。

ろ
く

モ
シ

〱
何
だ
え
、
強
請
が
ま
し
い
え
。
ェ
ゝ
、
よ
し
て
も

お
く
れ
。
な
ん
ぼ
し
が
ね
え
暮
ら
し
で
も
、
小
強
請
騙
り
を

す
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
わ
っ
ち
等
ぢ
ゃ
ァ
ね
え
よ
。
こ
れ
で

も
お
前
吉
原
の
、
土
手
に
住
ま
っ
た
そ
の
時
に
ゃ
ァ
、
小
見

世
の
客
を
引
手
茶
屋
、
土
手
の
お
六
と
云
わ
れ
ち
ゃ
ァ
、
素

見
手
合
い
に
立
引
い
た
か
、
今
ぢ
ゃ
ァ
、
そ
れ
も
不
仕
合
せ
、

小
梅
代
地
に
九
尺
見
世
、
亭
主
は
江
戸
へ
手
間
仕
事
、
嚊
ァ

は
内
で
洗
濯
や
、
嚊
ァ
煙
草
と
評
判
の
、
云
は
ゞ
真
面
目
な

商
人
だ
。
そ
ん
な
嫌
味
の
あ
る
の
ぢ
ゃ
ァ
無
え
よ
。
喜
兵
衛

さ
ん
、
こ
り
ゃ
ァ
、
出
る
所
へ
出
に
ゃ
ァ
解
ら
ね
え
ぜ
。

伝
法
言
葉
で
啖
呵
を
き
っ
た
は
い
い
が
、
そ
の
後
久
作
本
人
が
油
屋
へ
現

れ
、
死
体
も
蘇
生
し
た
こ
と
で
強
請
り
は
失
敗
し
、
お
六
と
喜
兵
衛
は
空

駕
籠
を
担
い
で
退
場
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
強
請
り
場
に
つ
い
て
、
野
口
武
彦
氏
は
、

五
世
岩
井
半
四
郎
の
扮
す
る
あ
だ
っ
ぽ
い
美
女
の
朱
唇
か
ら
男
ま
さ

り
の
凄
ん
だ
文
句
が
飛
び
出
す
二
重
の
倒
錯
美
は
、
化
政
度
の
観
客

に
慄
然
と
し
た
快
感
を
与
え
た
も
の
ら
し
い
。
こ
う
し
た
女
の
ゆ
す

り
場
や
殺
し
場
は
、
こ
れ
ま
た
プ
ロ
ッ
ト
の
背
景
か
ら
な
か
ば
独
立

し
た
見
せ
場
で
あ
る
。
舞
台
の
上
の
女
た
ち
は
、
い
ま
や
弥
生
狂
言

風
の
女
の
世
界
で
の
陰
湿
な
葛
藤
か
ら
も
、
男
た
ち
の
「
悪
」
の
補

助
的
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
、
み
ず
か
ら
「
悪
」
の

自
己
主
張
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
開
始
す
る
。（

二
十
）

と
五
世
半
四
郎
の
土
手
の
お
六
の
演
技
に
よ
っ
て
、
女
が
主
体
と
な
っ
て

悪
を
な
す
「
悪
婆
」
が
役
柄
と
し
て
確
立
す
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

林
久
美
子
氏
は
、
「
悪
婆
の
本
質
」
を
考
え
る
上
で
「
芸
域
の
広
さ
」

が
重
要
だ
と
し
、
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
五
世
半
四
郎
の
七
役
の
早

替
り
を
あ
げ
て
い
る
。

愛
嬌
第
一
の
若
女
形
半
四
郎
親
子
と
、
怪
談
狂
言
や
敵
役
で
凄
味

を
売
り
物
に
し
た
松
助
親
子
で
は
、
悪
婆
の
形
象
も
異
な
っ
て
当
然

で
あ
る
。
双
方
に
共
通
す
る
の
は
、
美
貌
と
色
気
の
ほ
か
に
、
芸
域

の
広
さ
で
あ
る
。
荒
事
や
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
悪
役
ま
で
こ
な
せ
、

早
替
り
も
得
意
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
は
悪
婆
の
本
質
を
考
え
る
上

で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
典
型
的
な
例
が
『
お
染
の
七
役
』
で
、
五

世
半
四
郎
が
若
衆
の
久
松
の
ほ
か
、
町
娘
、
田
舎
娘
、
奥
女
中
、
商

家
の
後
家
、
百
姓
女
房
と
悪
婆
を
一
つ
の
芝
居
で
演
じ
分
け
る
の
で

あ
る
。
（
中
略
）
松
助
の
変
身
・
早
替
り
は
、
被
害
者
と
加
害
者
、
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男
と
女
の
双
面
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
妖
怪
・
亡
霊
に
も
変

身
す
る
。
（
中
略
）
役
者
は
変
身
す
る
と
、
そ
の
姿
に
応
じ
た
性
根

の
違
い
を
演
じ
分
け
る
。（

二
十
一
）

林
氏
は
「
松
助
の
変
身
・
早
替
り
は
、
被
害
者
と
加
害
者
、
男
と
女
の
双

面
的
性
格
を
持
つ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
男
と
女
と
の
双
面
的
性
格
」

は
『
お
染
久
松
色
読
販
』
で
七
役
を
演
じ
る
五
世
半
四
郎
に
も
言
え
る
こ

と
で
あ
る
。
立
役
と
女
形
の
演
じ
分
け
、
そ
し
て
野
口
氏
の
言
う
お
六
の

演
技
に
見
ら
れ
る
「
二
重
の
倒
錯
美
」
も
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

女
賊
黒
蜥
蜴
は
作
中
で
色
々
な
呼
び
方
を
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
映

画
俳
優
の
Ｔ
か
ら
「
毒
婦
」
と
呼
ば
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
昭
和
初

頭
に
は
、
「
毒
婦
」
は
歌
舞
伎
の
「
悪
婆
」
を
指
す
語
と
し
て
し
ば
し
ば

用
い
ら
れ
て
い
る
。
女
賊
黒
蜥
蜴
を
指
す
「
毒
婦
」
の
中
に
も
歌
舞
伎
の

「
悪
婆
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
変
装
に
つ
い
て
は
、
先
に
あ
げ
た
青
年
紳
士
の
ほ
か
に
、
タ
ク
シ

ー
運
転
手
、
岩
瀬
早
苗
、
洋
装
・
和
装
の
緑
川
夫
人
、
下
級
商
人
の
お
神

さ
ん
と
、
成
り
代
わ
り
の
変
装
を
含
め
て
幅
広
く
七
役
を
こ
な
し
て
い
る
。

早
替
り
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
た
っ
た
十
分
程
の
間
に
背
広
の
男
姿
に

な
っ
て
、
「
こ
れ
丈
け
の
変
装
を
僅
か
五
分
間
に
や
っ
て
の
け
た
早
業
」
、

「
変
装
と
来
て
は
お
手
の
も
の
」
と
、
そ
の
変
装
の
手
早
さ
が
示
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
Ｋ
ホ
テ
ル
で
の
岩
瀬
早
苗
誘
拐
に
つ
い
て
、
予
告
の
十
二
時
を

迎
え
る
ま
で
は
貴
婦
人
ら
し
い
作
法
で
明
智
と
接
し
て
い
た
緑
川
夫
人
に

扮
す
る
女
賊
黒
蜥
蜴
が
、
十
二
時
を
過
ぎ
勝
利
を
確
信
す
る
と
「
つ
い
貴

婦
人
ら
し
い
作
法
を
さ
へ
忘
れ
て
」
、
「
紅
い
唇
を
毒
々
し
く
歪
め
て
、
態

と
ゆ
っ
く
り

〱
物
を
」
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
正
体
を
暴
か

れ
て
し
ま
っ
た
際
に
は
、

フ
フ
フ
ゝ
ゝ
、
こ
れ
が
今
晩
の
お
芝
居
の
大
詰
っ
て
訳
か
い
。
マ
ア
、

名
探
偵
っ
て
云
わ
れ
る
だ
け
の
こ
と
は
あ
っ
た
わ
ね
。
今
度
は
ど
う

や
ら
ボ
ク
の
負
け
だ
ね
。
負
け
と
い
う
こ
と
に
し
て
置
こ
う
よ
。
だ

が
、
そ
れ
で
、
ど
う
し
よ
う
っ
て
い
う
の
？
ボ
ク
を
捕
縛
し
よ
う
と

で
も
思
っ
て
い
る
の
？
そ
い
つ
は
少
し
虫
が
よ
す
ぎ
は
し
な
い
か
し

ら
。
探
偵
さ
ん
、
よ
う
く
思
い
出
し
て
ご
ら
ん
。
あ
ん
た
何
か
失
策

を
し
て
や
し
な
い
。
エ
、
ど
う
な
の
？
う
っ
か
り
し
て
い
る
間
に
、

何
か
無
く
し
や
し
な
く
っ
て
、
ホ
ホ
ホ
…
…

（
「
名
探
偵
の
哄
笑
」
章
）

と
男
言
葉
混
じ
り
の
口
調
と
な
っ
て
い
る
。
「
男
と
女
の
双
面
的
性
格
」

が
現
れ
て
い
る
場
面
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
女
賊
黒
蜥
蜴
の
モ
デ
ル
と
し
て
歌
舞
伎
の
「
悪
婆
」
の

姿
が
見
て
取
れ
る
。
次
に
『
桜

姫

東

文

章
』
（
初
演
：
文
化
十
四
［
一

さ
く
ら
ひ
め
あ
ず
ま
ぶ
ん
し
よ
う

八
一
七
］
年
三
月

河
原
崎
座
）
を
取
り
上
げ
、
主
人
公
の
桜
姫
が
黒
蜥

蜴
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
「
悪
婆
」
で
あ
る
こ
と
を
考
察
す
る
。

『
桜
姫
東
文
章
』

（ⅱ）

『
桜
姫
東
文
章
』
は
「
清
玄
桜
姫
」
と
「
隅
田
川
」
の
世
界
を
綯
い
交

ぜ
に
し
た
作
で
あ
る
。
従
来
の
清
玄
桜
姫
物
は
「
今
ま
で
道
徳
堅
固
で
あ

っ
た
清
玄
が
、
偶
然
の
機
会
か
ら
桜
姫
の
肉
体
に
触
れ
、
堕
落
し
て
寺
を

出
て
、
庵
室
に
ひ
き
こ
も
っ
て
桜
姫
の
こ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
る
時
、
館

を
逃
げ
た
桜
姫
が
き
て
出
会
う
。
清
玄
は
驚
喜
し
て
桜
姫
に
迫
り
、
つ
い

に
桜
姫
の
し
も
べ
に
殺
さ
れ
る
が
、
怨
念
去
ら
ず
姫
に
あ
だ
を
す
る
」（

二
十
二
）

と
い
う
筋
で
、
清
玄
を
主
と
し
て
物
語
が
構
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
『
桜

姫
東
文
章
』
に
お
い
て
南
北
は
桜
姫
を
主
人
公
に
据
え
、
釣
鐘
権
助
と
い
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う
悪
役
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
姫
か
ら
小
塚
原
の
女
郎
に
ま
で
堕
ち
る

桜
姫
を
描
い
て
い
る
。

「
序
幕

新
清
水
の
場
・
桜
谷
草
庵
の
場
」
は
、
桜
姫
の
出
家
を
巡
る

話
で
あ
る
。
桜
姫
は
生
ま
れ
つ
き
左
手
が
開
か
ず
、
そ
れ
を
理
由
に
許
嫁

の
入
間
悪
五
郎
か
ら
縁
を
切
ら
れ
た
こ
と
で
出
家
を
決
意
す
る
。
出
家
を

決
意
し
た
姫
に
、
高
僧
清
玄
が
十
念
を
授
け
る
と
左
手
が
開
き
、
清
玄
の

名
が
書
か
れ
た
香
箱
の
蓋
が
落
ち
る
。
実
は
桜
姫
は
、
十
七
年
前
清
玄
が

契
っ
た
白
菊
丸
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
周
囲
の
者

は
出
家
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
に
説
得
す
る
が
、
桜
姫
の
決
意
は
揺
る
が

な
い
。
実
は
、
桜
姫
は
以
前
襲
わ
れ
て
一
夜
の
契
り
を
結
ん
だ
男
に
惹
か

れ
、
他
の
男
と
契
る
こ
と
を
厭
っ
て
の
出
家
の
願
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
男

の
よ
す
が
と
し
て
、
そ
の
晩
目
に
し
た
入
墨
を
自
分
の
腕
に
も
彫
り
込
ん

で
お
り
、
悪
五
郎
の
恋
文
を
持
っ
て
き
た
権
助
の
腕
に
同
じ
彫
り
物
を
見

つ
け
る
と
、

桜
姫

こ
れ
を
見
て
た
も
。

ト
左
の
袖
を
捲
る
と
、
権
助
の
通
り
に
、
鐘
に
桜
の
刺
青
し
て
居
る
。

と
入
墨
を
見
せ
て
権
助
に
迫
る
。
権
助
も
「
併
し
折
助
に
お
姫
様
。
飛
ん

だ
夫
婦
だ
。
（
ト
云
い
な
が
ら
あ
た
り
を
見
て
）
久
し
振
り
だ
の
。
」
と
草

庵
で
濡
れ
場
を
演
じ
る
。
こ
の
後
、
事
が
露
見
し
、
権
助
は
逃
げ
、
桜
姫

は
不
義
の
罪
を
清
玄
に
着
せ
、
共
に
追
放
さ
れ
る
。
後
の
場
面
で
桜
姫
は

女
郎
に
身
を
窶
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
こ
の
入
墨
に
よ
っ
て
「
風

鈴
お
姫
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
入
墨
に
ま
つ
わ
る
話
は
南
北
な
ら
で
は
で
あ
る

（
二
十
三
）

。
黒
蜥
蜴

の
名
前
の
由
来
と
も
な
っ
た
入
墨
も
左
腕
に
彫
り
込
ん
で
あ
る
。

美
し
い
女
の
左
の
腕
に
、
一
匹
の
真
黒
に
見
え
る
蜥
蜴
が
這
っ
て

い
た
。
（
中
略
）
真
に
迫
っ
た
一
匹
の
蜥
蜴
の
入
墨
で
あ
っ
た
。

（
「
暗
黒
街
の
女
王
」
章
）

乱
歩
が
女
賊
の
入
墨
に
黒
蜥
蜴
を
用
い
た
の
は
、
タ
イ
ト
ル
の
典
拠
と

な
っ
た
広
津
柳
浪
の
「
黒
蜥
蜴
」（

二
十
四
）

の
影
響
で
あ
る
。
柳
浪
の
「
黒
蜥

蜴
」
に
お
い
て
黒
蜥
蜴
は
青
蜥
蜴
よ
り
も
強
力
な
毒
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。

そ
の
強
力
な
毒
性
が
「
毒
婦
」
黒
蜥
蜴
に
ふ
さ
わ
し
い
と
乱
歩
は
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
。

次
に
桜
姫
と
黒
蜥
蜴
の
話
し
方
に
着
目
す
る
。
「
六
幕
目
大
詰

山
の

宿
場
の
場
・
三
社
祭
礼
の
場
」
で
は
、
桜
姫
は
再
会
し
た
権
助
に
女
郎
屋

に
売
ら
れ
る
。
そ
こ
で
御
殿
言
葉
と
伝
法
言
葉
が
混
ざ
っ
た
話
し
方
を
す

る
こ
と
、
そ
し
て
腕
の
刺
青
か
ら
「
風
鈴
お
姫
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
し
か
し
、
枕
元
に
清
玄
の
幽
霊
が
出
る
こ
と
で
客
が
離
れ
権
助
の
元

に
戻
さ
れ
る
。

桜
姫

判
人
衆
の
為
に
や
ァ
な
る
が
、
亭
主
の
為
に
は
。
妾
は
な
ら

ぬ
か
え
。
コ
レ
、
自
ら
が
鞍
替
よ
り
、
ア
レ
あ
の
女
は
何
処

か
ら
連
れ
て
来
た
の
だ
。
コ
レ
、
口
広
い
こ
っ
た
が
、
主
の

下
っ
歯
と
極
っ
た
女
子
は
、
自
ら
よ
り
外
こ
の
日
の
本
に
二

人
と
あ
っ
て
い
ゝ
も
の
か
な
。
そ
の
上
に
ま
だ
い
と
け
な
き
、

見
り
ゃ
ァ
あ
の
女
の
子
が
、
と
っ
け
も
ね
え
、
お
乳
や
乳
母

に
抱
か
せ
て
、
養
育
あ
ら
ば
イ
ザ
知
ら
ず
、
自
ら
な
ぞ
は
子

供
は
嫌
い
だ
よ
。
エ
ヽ
、
し
み
っ
た
れ
な
。
好
か
ね
え
事
を
、

よ
し
ね
え
な
。（

二
十
五
）

そ
の
言
葉
遣
い
を
聞
い
た
権
助
は
「
ち
っ
と
の
間
に
、
せ
り
ふ
は
余
ッ
程

仕
込
ま
れ
た
と
見
え
る
が
、
ど
う
し
て
も
、
ま
だ
お
姫
様
が
抜
け
ね
え
わ

え
」
、
「
こ
い
つ
は
お
姫
様
の
中
へ
、
悪
婆
を
等
分
に
浚
い
込
ん
だ
か
ら
、

手
打
ち
な
ら
ツ
ナ
ギ
と
い
う
と
こ
ろ
」
と
批
評
し
て
い
る
。
こ
の
独
特
な

話
し
方
も
南
北
独
自
の
設
定
で
あ
る
。
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桜
姫
が
御
殿
言
葉
と
伝
法
言
葉
が
混
ざ
っ
た
話
し
方
を
す
る
よ
う
に
、

黒
蜥
蜴
は
「
男
と
女
と
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
の
言
葉
遣
い
」
を
す
る
。

「
ホ
ホ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、
ま
だ
威
張
っ
て
い
る
の
ね
。
君
で
な
け
り
ゃ
そ

れ
で
い
ゝ
の
よ
。
僕
の
方
に
も
考
え
が
あ
る
ん
だ
か
ら
。
時
に
、
そ

の
お
嫁
さ
ん
お
気
に
召
し
た
か
い
。」

黒
衣
婦
人
（
筆
者
注
：
黒
蜥
蜴
）
が
な
ぜ
か
別
の
事
を
云
い
出
し

た
。
青
年
が
黙
っ
て
い
る
の
で
、
再
び
云
う
。

「
お
気
に
召
し
た
か
っ
て
聞
い
て
い
る
の
よ
。
」

青
年
は
隅
っ
こ
の
早
苗
さ
ん
と
、
チ
ラ
ッ
と
目
を
見
交
し
た
が
、

「
ウ
ン
、
気
に
入
っ
た
。
気
に
入
っ
た
か
ら
、
こ
の
人
だ
け
は
、
俺

が
保
護
す
る
ん
だ
。
貴
様
な
ん
か
に
指
一
本
だ
っ
て
差
さ
せ
は
し
な

い
ぞ
」

と
叫
ん
だ
。

「
ホ
ホ
ヽ
ヽ
ヽ
、
多
分
そ
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ
れ
じ
ゃ

精
々
保
護
し
て
や
る
が
い
ゝ
。
」

（
「
人
形
異
変
」
章
）

桜
姫
の
伝
法
言
葉
が
付
け
焼
き
刃
の
よ
う
に
、
黒
蜥
蜴
は
男
言
葉
が
そ
れ

に
あ
た
る
。
「
再
び
人
形
異
変
」
章
に
お
い
て
、
海
に
抛
り
込
ん
で
殺
し

た
と
思
っ
て
い
た
明
智
小
五
郎
が
生
き
て
い
て
、
そ
も
そ
も
海
に
抛
り
込

ん
だ
の
は
自
分
の
仲
間
だ
と
明
智
か
ら
暴
露
さ
れ
た
黒
蜥
蜴
は
、
「
流
石

の
女
賊
も
毒
気
を
抜
か
れ
て
、
ま
る
で
貴
婦
人
の
よ
う
に
お
し
と
や
か
な

口
を
利
」
く
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
「
毒
婦
」
か
ら
「
毒
」
が
抜
け
、
た

だ
の
貴
婦
人
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
女
賊
黒
蜥
蜴
の
過
去
は
語
ら

れ
な
い
。
し
か
し
、
普
段
の
変
装
が
緑
川
夫
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
上

流
階
級
出
で
は
あ
る
が
賊
に
堕
ち
た
人
物
と
し
て
造
形
が
な
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
南
北
独
自
の
設

定
部
分
で
、
桜
姫
と
黒
蜥
蜴
に
共
通
項
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

次
に
、
物
語
の
結
末
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
『
桜
姫
東
文
章
』
の

後

で
は
、
清
玄
の
幽
霊
か
ら
手
元
の
子
供
が
桜
姫
の
実
子
で
、
権
助
が
桜
姫

の
敵
で
あ
り
清
玄
の
実
弟
で
も
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
酔
っ

払
っ
た
権
助
は
桜
姫
の
家
族
を
殺
し
家
宝
の
都
鳥
一
巻
を
奪
っ
た
こ
と
を

桜
姫
に
暴
露
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
聞
い
て
桜
姫
は
、
実
の
子
供
と
権
助

を
殺
し
て
敵
を
討
ち
、
都
鳥
一
巻
を
取
り
戻
し
お
家
再
興
を
叶
え
る
。
そ

の
後
桜
姫
は
人
殺
し
と
し
て
追
わ
れ
る
身
に
な
り
、
桜
姫
は
葛
籠
に
入
り
、

桜
姫
に
扮
す
る
粟
津
七
郎
に
背
負
わ
れ
て
の
逃
亡
で
幕
と
な
る
。

桜
姫
の
恋
が
実
は
敵
同
士
の
恋
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
桜
姫
が
敵
の

権
助
を
殺
す
こ
と
で
そ
の
関
係
は
終
わ
り
を
迎
え
る
。
恋
を
捨
て
敵
を
討

ち
お
家
再
興
を
果
た
す
桜
姫
に
は
、
武
家
の
娘
と
し
て
の
矜
持
が
見
て
取

れ
る
。

「
黒
蜥
蜴
」
に
お
け
る
恋
愛
も
探
偵
と
女
賊
と
い
う
敵
同
士
の
恋
と
し

て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
関
係
は
追
い
詰
め
ら
れ
た
黒
蜥
蜴
の
自
殺
に
よ

っ
て
幕
を
閉
じ
る
。
警
察
に
捕
ま
る
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
自
死
を
選
択
す

る
と
こ
ろ
に
、
黒
蜥
蜴
の
女
賊
と
し
て
の
矜
持
が
現
れ
て
い
る
。

二
人
の
女
主
人
公
が
そ
れ
ぞ
れ
の
矜
持
を
守
る
こ
と
で
、
敵
同
士
の
恋

が
終
わ
る
と
い
う
点
で
共
通
項
が
見
ら
れ
る
。

後
に
、
『
桜
姫
東
文
章
』
に
お
い
て
、
青
蜥
蜴
の
妻
が
出
て
く
る
点

に
触
れ
る
。
「
五
幕
目

岩
淵
庵
室
の
場
」
で
桜
姫
の
局
で
あ
っ
た
長
浦

と
清
玄
の
弟
子
の
残
月
の
わ
び
住
ま
い
に
た
ど
り
着
い
た
清
玄
を
金
目
的

に
殺
そ
う
と
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
。

長
浦

コ
レ

〱
、
そ
の
青
蜥
蜴
を
鑵
子
の
中
へ
入
れ
た
は

残
月

コ
リ
ヤ
。
（
ト
囁
く
）。

長
浦

ア
ヽ
、
あ
れ
で
師
匠
を

残
月

こ
れ
サ
。
あ
の
毒
で
い
か
ね
え
時
は
、
ま
だ
仕
様
は
い
く
ら
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も
あ
る
。･

･
･

清
玄
は
毒
を
か
け
ら
れ
顔
に
は
半
面
青
あ
ざ
と
な
っ
た
う
え
絞
殺
さ
れ

る
。
そ
の
後
蘇
生
し
た
清
玄
が
桜
姫
に
迫
り
、
桜
姫
は
誤
っ
て
清
玄
の
喉

を
出
刃
で
つ
い
て
殺
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
清
玄
の
顔
の
痣
と
同
じ
も
の

が
権
助
の
顔
に
出
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。

こ
こ
の
筋
も
南
北
独
自
の
も
の
で
あ
る
が
、
「
黒
蜥
蜴
」
の
筋
と
の
関

わ
り
と
い
う
点
で
は
薄
い
。
蜥
蜴
の
毒
が
南
北
独
自
の
設
定
と
し
て
、
作

中
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

以
上
の
点
よ
り
、
女
賊
黒
蜥
蜴
の
モ
デ
ル
と
し
て
桜
姫
の
存
在
が
あ
っ

た
こ
と
は
十
分
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
一
章
に
お
い
て
黒
蜥
蜴
の
人
物
モ
デ
ル
の
典
拠
と
し
て
村
松
梢

風
『
男
装
の
麗
人
』
の
主
人
公
・
満
里
子
か
ら
く
る
川
島
芳
子
像
を
あ
げ

た
が
、
満
里
子
と
桜
姫
に
お
い
て
も
共
通
項
が
見
い
だ
せ
る
。
高
貴
な
身

分
の
女
性
が
零
落
す
る
点
、
そ
の
女
性
に
よ
る
お
家
再
興
と
い
う
点
、
母

子
関
係
が
見
ら
れ
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
桜
姫
も
黒

蜥
蜴
の
モ
デ
ル
と
し
て
取
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
で
、
川
島
芳
子
を
モ

デ
ル
と
し
た
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
、
毒
婦
の
イ
メ
ー
ジ
、
腕
の
入

墨
に
ま
つ
わ
る
設
定
な
ど
を
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
は
、
初
出
誌
の
記
述
を
手
が
か
り
と
し
て
、
河
竹
黙
阿
弥
の
白
浪
物

か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三

『
青
砥
稿
花
紅
彩
画
』

あ
お
と
ぞ
う
し
は
な
の
に
し
き
え

社
交
界
に
出
で
ゝ
は
ダ
ー
ク
・
エ
ン
ジ
ェ
ル
と
持
囃
さ
れ
る
黒
天

使
、
ナ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
の
舞
踏
室
で
は
、
大
胆
不
敵
の
裸
体
舞
踊
で

知
ら
れ
た
一
個
の
美
人
露
出
狂
、
そ
の
む
っ
ち
り
と
し
た
二
の
腕
の

刺
青
を
見
れ
ば
、
黙
阿
弥
好
み
の
女
賊
「
黒
蜥
蜴
」

（
「
暗
闇
の
騎
士
」
章
）

こ
れ
は
、
初
出
で
あ
る
雑
誌
『
日
の
出
』
第
三
巻
第
四
号
に
掲
載
さ
れ

た
「
暗
闇
の
騎
士
」
章
の
冒
頭
で
あ
る
。
雑
誌
連
載
中
は
掲
載
月
の

初

の
章
の
冒
頭
に
乱
歩
に
よ
る
前
号
ま
で
の
あ
ら
す
じ
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
あ
ら
す
じ
部
分
は
単
行
本
に
掲
載
さ
れ
る
際
は
省
か
れ
て
し
ま
う
た

め
、
こ
こ
で
引
用
し
た
箇
所
も
初
出
誌
で
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

「
二
の
腕
の
刺
青
を
見
れ
ば
、
黙
阿
弥
好
み
の
女
賊
」
と
あ
る
た
め
、

こ
こ
で
乱
歩
が
意
識
し
て
い
た
の
は
、
河
竹
黙
阿
弥
『
青
砥
稿
花
紅
彩
画
』

（
初
演
：
文
久
二
［
一
八
六
二
］
年
三
月

市
村
座
）
の
弁
天
小
僧
菊
之

助
で
あ
ろ
う
。

『
青
砥
稿
花
紅
彩
画
』
「
三
幕
目

雪
ノ
下
浜
松
屋
の
場
」
で
は
、
武

家
娘
に
扮
す
る
弁
天
小
僧
が
南
郷
力
丸
と
共
に
浜
松
屋
に
強
請
り
に
入

る
。
日
本
駄
右
衛
門
扮
す
る
玉
島
逸
当
に
弁
天
小
僧
の
女
装
を
見
破
ら
れ

る
と
、
「
こ
う
兄
貴
、
も
う
化
け
て
も
い
か
ね
え
、
お
ら
あ
尻
尾
を
出
し

て
し
ま
う
よ
」
と
武
家
の
娘
か
ら
盗
賊
の
男
へ
と
が
ら
り
と
変
わ
る
。
そ

の
後
に
有
名
な
長
台
詞
が
あ
り
、

弁
天

知
ら
ざ
あ
言
っ
て
聞
か
せ
や
し
ょ
う
、
浜
の
真
砂
と
五
右
衛

門
が
歌
に
残
せ
し
盗
人
の
種
は
尽
き
ざ
る
七
里
ヶ
浜
、
そ
の

白
浪
の
夜
働
き
、
以
前
を
言
や
あ
江
ノ
島
で
年
季
勤
め
の
児

ヶ
淵
、
江
戸
の
百
味
講
の
蒔
銭
を
当
に
小
皿
の
一
文
子
、
百

が
二
百
と
賽
銭
の
く
す
ね
銭
せ
え
だ
ん

〱
に
悪
事
は
の
ぼ

る
上
の
宮
、
岩
本
院
で
講
中
の
枕
捜
し
も
度
重
な
り
、
お
手

長
講
を
札
付
に
と
う
と
う
島
を
追
出
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
若
衆

の
美
人
局
、
こ
ゝ
や
か
し
こ
の
寺
島
で
小
耳
に
聞
い
た
祖
父

さ
ん
の
似
ぬ
声
色
で
小
ゆ
す
り
か
た
り
、
名
さ
え
由
縁
の
弁
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天
小
僧
菊
之
助
と
は
お
れ
が
こ
ッ
た
。

ト
片
肌
脱
ぎ
桜
の
花
の
彫
物
を
見
せ
、
き
っ
と
見
得
。

と
名
乗
り
を
上
げ
て
、
桜
の
刺
青
を
見
せ
つ
け
て
い
る
。

『
日
の
出
』
第
三
巻
第
四
号
に
は
、
「
暗
闇
の
騎
士
」
、
「
名
探
偵
の
哄

笑
」
章
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
一
時
は
明
智
へ
の
勝
利
に
酔
う
女
賊
黒
蜥

蜴
が
明
智
に
正
体
を
見
破
ら
れ
、
二
―

の

後
に
あ
げ
た
口
上
を
言
う

（ⅰ）

と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。
正
体
を
見
破
ら
れ
た
こ
と
で
犯
行
が
失
敗
す
る
と
、

口
調
を
一
変
さ
せ
、
見
得
を
切
っ
た
口
上
を
の
べ
る
点
で
、
話
の
展
開
に

類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
岡
本
綺
堂
も
浜
松
屋
の
場
に
つ
い
て
、
「
こ
の

浜
松
屋
の
ご
と
き
は
一
種
の
探
偵
的
興
味
以
外
に
は
何
物
も
持
た
な
い
」（

二
十
六
）

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
乱
歩
の
言
う
日
本
人
の
探
偵
趣
味
が
現
れ
た
場

と
言
え
、
乱
歩
が
Ｋ
ホ
テ
ル
で
の
明
智
と
黒
蜥
蜴
の
闘
争
を
描
く
際
の
典

拠
と
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
と
め

以
上
よ
り
、
女
賊
黒
蜥
蜴
は
、
村
松
梢
風
『
男
装
の
麗
人
』
の
満
里
子

か
ら
く
る
川
島
芳
子
像
、
そ
し
て
鶴
屋
南
北
『
桜
姫
東
文
章
』
の
桜
姫
と

を
併
せ
た
人
物
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。「
男
装
の
麗
人
」

と
い
う
語
は
執
筆
当
時
、
川
島
芳
子
と
い
う
実
在
の
人
物
を
指
す
語
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
語
で
形
容
さ
れ
る
黒
蜥
蜴
の
描
写
は
む
し

ろ
レ
ビ
ュ
ー
ガ
ー
ル
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
演
劇
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

レ
ビ
ュ
ー
ガ
ー
ル
的
特
徴
を
も
つ
女
性
に
「
男
装
の
麗
人
」
と
い
う
語
を

用
い
る
こ
と
の
新
規
性
は
先
に
示
し
た
。
乱
歩
は
こ
の
新
規
的
な
試
み
に

よ
っ
て
演
劇
と
い
う
共
通
項
を
作
り
出
し
、
そ
の
人
物
造
形
に
共
通
点
が

見
い
だ
せ
る
近
世
の
歌
舞
伎
の
登
場
人
物
と
人
口
に
膾
炙
し
た
近
代
的
な

女
性
と
を
融
合
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
黒
蜥
蜴
」
の
Ｋ

ホ
テ
ル
で
の
明
智
と
の
闘
争
や
、
敵
同
士
の
恋
と
い
っ
た
歌
舞
伎
の
影
響

が
見
ら
れ
る
場
に
近
代
的
大
衆
性
を
も
っ
た
女
賊
黒
蜥
蜴
を
違
和
感
な
く

登
場
さ
せ
て
い
る
。
「
黒
蜥
蜴
」
は
人
物
表
現
に
お
い
て
近
世
作
品
と
近

代
性
と
を
上
手
く
取
り
入
れ
た
作
で
あ
る
と
言
え
る
。

［
付
記
］

本
文
の
引
用
は
原
則
と
し
て
初
出
に
よ
り
、
通
行
の
字
体
を
用
い
適
宜
ル
ビ
や

傍
点
を
省
略
し
た
。
引
用
部
の
傍
線
は
筆
者
が
私
に
付
し
た
。

［
注
］

（
一
）
大
内
茂
男
「
華
麗
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
（
『
幻
影
城
』
第
一
巻
第
七
号

昭
和

五
十
七
年
七
月

絃
映
社
）

（
二
）
堀
江
珠
喜
「
江
戸
川
乱
歩
と
昭
和
ベ
ル
エ
ポ
ッ
ク
」
（
『
大
阪
府
立
大
学
紀

要
（
人
文
・
社
会
科
学
）』
第
四
十
三
号

平
成
七
年
）

（
三
）
明
治
四
十
年
五
月
二
十
四
日
―
昭
和
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日
。
愛
新
覚

羅
顕･

と
し
て
清
朝
の
粛
親
王
第
十
四
王
女
に
生
ま
れ
る
。
大
正
二
年
五
歳

の
時
に
満
蒙
独
立
運
動
の
国
士
川
島
浪
速
の
養
女
と
な
る
。
大
正
十
四
年
に

断
髪
、
男
装
を
始
め
、
名
を
芳
麿
と
名
乗
る
。
昭
和
二
年
、
上
海
に
渡
り
。

日
本
軍
特
務
機
関
田
中
隆
吉
少
佐
と
知
り
合
い
、
日
本
軍
の
ス
パ
イ
と
し
て

活
動
す
る
。
そ
の
た
め
戦
後
中
国
側
で
処
刑
さ
れ
る
。
「
東
洋
の
ジ
ャ
ン
ヌ

・
ダ
ル
ク
」「
東
洋
の
マ
タ
・
ハ
リ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。

（
四
）
海
老
澤
彩
香
「
黒
蜥
蜴
の
表
象
を
め
ぐ
っ
て
―
江
戸
川
乱
歩
『
黒
蜥
蜴
』

論
―
」
（
『
大
衆
文
化
』
第
二
十
号

平
成
三
十
一
年
三
月

立
教
大
学
江
戸

川
乱
歩
記
念
大
衆
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）

（
五
）
中
相
作
「
乱
歩
と
三
島

女
賊
へ
の
恋
」（
『
乱
歩
謎
解
き
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
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平
成
三
十
年
三
月

言
視
舎
）

（
六
）
滝
口
浩
「
解
説
」
（
『
リ
バ
イ
バ
ル
〈
外
地
〉
文
学
選
集
第
三
巻

村
松
梢

風
著
『
男
装
の
麗
人
』
』
（
平
成
十
年
十
一
月

大
空
社
））

（
七
）
増
田
ビ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
銀
行
頭
取
令
嬢
、
男
性
と
し
て
の
名
は
威
希
。
協

同
映
画
女
優
西
條
エ
リ
子
と
逃
避
行
か
ら
の
心
中
を
図
っ
た
こ
と
で
新
聞
を

賑
わ
す
。
昭
和
十
年
一
月
三
十
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
朝
刊
で
、
エ
リ

子
と
心
中
を
図
っ
て
昏
睡
状
態
に
陥
っ
た
ま
ま
の
富
美
子
の
状
態
を
知
ら
せ

る
記
事
の
見
出
し
に
「
死
の
国
へ
旅
行
気
分
／
反
逆
の
無
軌
道
娘
／
女
護
ヶ

島
に
育
つ
〝
男
装
の
麗
人
〟
／
な
ほ
昏
々
・
睡
り
続
く
」
と
書
か
れ
た
。

（
八
）
引
用
は
村
松
梢
風
『
男
装
の
麗
人
』
（
昭
和
八
年
四
月

中
央
公
論
社
）

に
よ
る

（
九
）
入
江
た
か
子
「
東
洋
の
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
」
（
藤
田
潤
一
編
『
満
蒙
建
国

の
黎
明
』（
昭
和
七
年
六
月

駿
南
社
））

（
十
）
川
島
芳
子
こ
と
金
璧
輝
「
何
故
に
男
装
す
る
の
か
」
（
『
話
』
第
一
巻
第
七

号

昭
和
八
年
十
月

文
芸
春
秋
社
）

（
十
一
）
「
川
島
芳
子
南
京
法
廷
へ
」
（
『
読
売
新
聞
』
昭
和
二
十
二
年
二
月
二
十

五
日
朝
刊
）

（
十
二
）
「
川
島
芳
子
証
人
で
南
京
法
廷
へ
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
和
二
十
二

年
二
月
二
十
五
日
朝
刊
）

（
十
三
）
「
人
間
豹
」
は
昭
和
九
年
一
月
か
ら
昭
和
十
年
五
月
ま
で
（
昭
和
九
年

三
月
、
四
月
休
載
）
、『
講
談
倶
楽
部
』（
講
談
社
）
で
連
載
さ
れ
た
。

（
十
四
）
「
江
戸
川
乱
歩
氏
に
歌
舞
伎
の
話
を
訊
く
」
（
『
演
劇
界
』
第
九
巻
第
七

号

昭
和
二
十
六
年
七
月

演
劇
新
社
）

（
十
五
）
四
世
鶴
屋
南
北
『
法
懸
松
成
田
利
剣
』
の
一
場
面
。
通
称
「
か
さ
ね
」
。

け
さ
か
け
ま
つ
な
り
た
の
り
け
ん

大
正
九
年
十
二
月
に
歌
舞
伎
座
で
六
代
目
尾
上
梅
幸
と
十
五
代
目
市
村
羽
左

衛
門
に
よ
っ
て
再
演
さ
れ
、
こ
の
場
面
が
度
々
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
十
六
）
引
用
は
『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
二
十
四
巻

悪
人
志
願
』
（
平
成
十

七
年
十
月

光
文
社
）
に
よ
る

（
十
七
）『
大
南
北
全
集
』
第
六
巻
「
解
説
及
年
表
」

（
十
八
）
河
竹
繁
俊
代
表
編
『
演
劇
百
科
大
事
典
（
第
一
巻
）
』
（
昭
和
三
十
五
年

三
月

平
凡
社
）

（
十
九
）
渥
美
清
太
郎
「
歌
舞
伎
に
現
わ
れ
た
毒
婦
」
（
『
歌
舞
伎
狂
言
往
来
』
昭

和
二
年
六
月

宝
文
館
）

（
二
十
）
野
口
武
彦
「
毒
婦
物
の
系
譜
」
（
『
国
文
学

―
解
釈
と
教
材
の
研
究

―
』
昭
和
五
十
一
年
八
月

學
燈
社
）

（
二
十
一
）
林
久
美
子
「
「
悪
婆
」
の
魅
力
―
歌
舞
伎
の
〈
悪
女
〉
―

」
（
鈴
木

紀
子
・
林
久
美
子
・
野
村
幸
一
郎
編
『
〈
悪
女
〉
の
文
化
誌
』
平
成
十
七
年

三
月

晃
洋
出
版
）

林
氏
は
、
悪
婆
を
完
成
さ
せ
た
立
役
者
と
し
て
、
「
四
世
の
子
五
世
岩
井
半

四
郎
」
と
「
立
役
で
あ
っ
た
初
世
（
後
の
松
緑
）
及
び
二
世
尾
上
松
助
（
後

の
三
世
菊
五
郎
）
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
頃
書
か
れ
た
四
世
鶴
屋
南
北
の

悪
婆
物
は
主
と
し
て
五
世
半
四
郎
当
て
で
あ
っ
た
が
、
松
助
親
子
も
半
四
郎

と
は
少
し
趣
の
異
な
る
方
面
の
悪
婆
を
演
じ
て
い
た
。

（
二
十
二
）
渥
美
清
太
郎
「
清
玄
桜
姫
物
」
項
（
河
竹
繁
俊
代
表
編
『
演
劇
百
科

大
事
典
（
第
三
巻
）』
昭
和
三
十
五
年
十
月

平
凡
社
）

（
二
十
三
）
渥
美
清
太
郎
が
こ
の
場
面
に
つ
い
て
「
お
姫
様
の
刺
青
と
い
ふ
の
で

す
。
南
北
で
な
く
て
は
迚
も
出
来
な
い
芸
当
」
と
述
べ
て
い
る
。

渥
美
清
太
郎
「
「
桜
姫
東
文
章
」
に
就
い
て
」
（
『
演
芸
画
報
』
第
十
年
第
六

号

大
正
十
二
年
六
月

演
芸
画
報
社
）

（
二
十
四
）
『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
九
巻

黒
蜥
蜴
』（
平
成
十
五
年
十
月

光

文
社
）
の
解
説
で
新
保
博
久
氏
が
、
「
ち
な
み
に
『
黒
蜥
蜴
』
と
い
う
題
名

は
、
必
ず
し
も
乱
歩
の
独
創
で
は
な
い
。
往
年
に
愛
読
し
た
作
家
の
ひ
と
り
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広
津
柳
浪
の
短
編
に
「
黒
蜥
蜴
」
（
明
治
二
十
八
年
。
岩
波
文
庫
『
河
内
屋

・
黒
蜥
蜴
』
所
収
）
が
あ
る
」
と
、
タ
イ
ト
ル
の
典
拠
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
。

広
津
柳
浪
の
「
黒
蜥
蜴
」
は
、
明
治
二
十
八
年
五
月
に
『
文
芸
倶
楽
部
』

に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
、
貞
淑
な
妻
お
都
賀
に
よ
る
義
父
吉
五
郎
殺
し

の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
義
父
殺
し
に
用
い
ら
れ
る
の
が
黒
蜥
蜴
の
毒
で
あ
る
。

呉
服
屋
の
妻
の
亭
主
殺
し
の
噂
か
ら
青
蜥
蜴
の
毒
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
お

都
賀
は
、
吉
五
郎
に
対
し
て
使
っ
て
み
た
よ
う
だ
が
効
き
目
は
な
か
っ
た
。

黒
蜥
蜴
の
毒
は
青
蜥
蜴
の
毒
よ
り
も
強
力
な
毒
と
し
て
物
語
中
に
登
場
す

る
。
そ
の
毒
で
吉
五
郎
を
殺
し
、
お
都
賀
も
入
水
す
る
。

（
二
十
五
）
こ
こ
の
桜
姫
の
一
人
称
は

初
「
妾
」
を
使
う
が
す
ぐ
に
「
自
ら
」

へ
と
戻
っ
て
い
る
。
ま
だ
姫
と
し
て
生
活
し
て
い
た
序
幕
で
の
桜
姫
の
台
詞

を
見
る
と
、

桜
姫

サ
ア
、
罪
業
深
き
自
ら
が
、
こ
れ
ま
で
お
願
ひ
申
せ
し
事
、
ど
う
ぞ

叶
へ
て
ほ
し
さ
の
儘
、
今
も
今
と
て
御
坊
へ
と
、
辿
る
折
し
も
幸

ひ
と
、
お
見
上
げ
申
す
も
仏
縁
の
、
導
く
と
こ
ろ
と
そ
れ
ゆ
ゑ
に
。

こ
の
よ
う
に
、
一
人
称
「
自
ら
」
は
姫
で
あ
っ
た
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

（
二
十
六
）
岡
本
綺
堂
「
「
弁
天
小
僧
」
雑
感
」
（
『
演
芸
画
報
』
第
二
十
一
年
第

十
一
号

昭
和
二
年
十
一
月

演
芸
画
報
社
）

（
こ
が

ゆ
う
き
・
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


