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芥
川

龍
之

介
「

置

相
』

鼠
論

ー
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
接
近
｜

友
田

は
じ
め
に

義
行

芥
川
龍
之
介
の
短
篇
「
蜜
柑」
は一
九一
九
（
大
正
八）
年
五

月
『
新
潮』
に
発
表
さ
れ
た 。
作
品
末
尾
の
記
載
に
よ
れ
ば 、
欄

筆
は
同
年
四
月
三
日
で
あ
る。
ま
ず
物
語
内
容
を
概
観
し
て
お
く 。

あ
る
曇
っ
た
冬
の
日
暮
れ 、
言
い
よ
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
に

覆
わ
れ 、
人
生
を
不
可
解
で
下
等
で
退
屈
な
も
の
と
見
な
し
て
い

る
「
私」
は 、
田
舎
者
の
小
娘
と
閉
じ
車
両
に
乗
り
合
わ
せ
る。

下
品
で
不
潔
で
愚
鈍
に
見
え
る
不
快
な
小
娘
だ
っ
た
が 、
彼
女
が

汽
車
の
窓
か
ら
見
送
り
の
弟
た
ち
に
蜜
柑
を
投
げ
て
や
る
光
景
を

目
に
し
た
こ
と
で 、
得
体
の
知
れ
な
い
朗
ら
か
な
気
持
ち
が
湧
き

上
が
っ
て
く
る。
こ
の
出
来
事
を
通
じ
て 、
「
私」
は
否
定
的
な
人

生
観
を
僅
か
に
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た 。

「
蜜
柑」
は
学
校
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
き
た 。
早
く
は一

九
五
O
年
に
中
学
校
国
語
（「
み
か
ん」）
に
登
場
し 、
一
九
八
0

年
代
後
半
か
ら
は
高
等
学
校
の
国
語
科
（「
蜜
柑」）
で
複
数
の
出

版
社
が
採
択
す
る
よ
う
に
な
っ
た（1） 。
精
神
的
に
疲
弊
し
た「
私」

が
小
娘
の
姿
に
触
れ
て
心
洗
わ
れ
る
物
語
が 、
原
稿
用
紙
十
枚
程

度
の
長
さ
で
無
理
な
く
無
駄
な
く
展
開
さ
れ
て
い
る。
小
娘
に
対

す
る
「
私」
の
評
価
が
劇
的
に
転
換
す
る
点
や 、
蜜
柑
を
は
じ
め

赤
切
符
や
新
聞
な
ど
様
々
な
事
物
の
象
徴
性
や
効
果
に
つ
い
て
も

考
え
ら
れ
る
教
材
で
あ
る
と
言
え
る。
た
だ 、
一
九
九
八
年
か
ら

は
教
科
書
採
録
か
ら
外
れ
て
い
る。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
三
浦
和

尚
は 、
芥
川
作
品
で
は
「
羅
生
門」
が
定
番
に
な
っ
て
い
る
こ
と

と 、
「「
私」
の
「
小
娘」
の
見
方
が
あ
ま
り
に
も
見
下
す
感
じ
に

な
っ
て
い
る
点
が 、
教
材
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
と
い
う

判
断
が

あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る」（2）
と
述
べ
て
い
る。
し
か
し
後
者

に
つ
い
て
は
「
羅
生
門」
の
老
婆
に
も
同
じ
こ
と
を
指
摘
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
見
下
す
対
象
が
老
婆
な
ら
許
さ
れ
て
小
娘
で
は

許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
エ
イ
ジ
ン
グ・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

だ
ろ
う） 。

高
校
生
読
者
と
同
年
代
の
人
物
（
下
人）
に
焦
点
化
し 、
議
論
を

呼
ぶ
倫
理
的
な
問
題
（
生
存
手
段
と
し
て
の
強
奪）
を
取
り
上
げ

て
い
る
「
羅
生
門」
が 、
「
蜜
柑」
よ
り
も
優
位
に
採
択
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る。
「
蜜
柑」
で
は
「
私」
よ
り
も
む
し
ろ
小
娘
の
方

が
少
な
く
と
も
年
齢
面
で
は
生
徒
に
近
い
存
在
で
あ
り 、
彼
女
に

焦
点
化
し
た
時
に
ど
の
よ
う
な
光
景
が
浮
上
し
て
く
る
か
を
想
像



す
る
余
地
が
設
け
ら
れ
て
い
る。
実
際 、
三
浦
も
前
掲
書
で
「
小

娘
の
物
語」
を
書
く
授
業
を
展
開
し
て
お
り 、
教
材
と
し
て
の
価

値
は
引
き
続
き
追
求
さ
れ
て
い
る。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
蜜
柑」
は
現
在
も
教
師
裁
量
で
用
い
ら
れ
る

教
材
で
あ
り 、
教
科
書
以
外
で
も
「
名
作」
と
し
て
し
ば
し
ば
取

り
上
げ
ら
れ
る
小
説
で
あ
る（3） O
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
文
学
研

究・
国
語
科
教
育
研
究
の
両
領
域
で
多
く
の
論
考
が
重
ね
ら
れ
て

き
た 。
本
稿
で
は
両
領
域
の
先
行
研
究
お
よ
び
指
導
書
で
示
さ
れ

た
い
く
つ
か
の
論
点
を
確
認・
整
理
し
な
が
ら
プ
ロ
ッ
ト
を
再
検

討
し 、
語
り
の
特
徴
に
つ
い
て
仮
説
を
述
べ
た
い 。

「

私
」

の
分
節

紅
野
謙
介
は
『
国
語
I』（

筑
摩
書
房）
の
指
導
書
で 、
「
蜜
柑」

を
「
日
本
の
近
代
小
説
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド」
と
位
置
づ
け
て
い
る

（4） 。
そ
の
定
義
は
詳
ら
か
で
な
い
が 、
た
し
か
に
こ
の
小
説
は

標
準
ま
た
は
典
型
と
呼
び
た
く
な
る
性
質
を
有
し
て
い
る。
た
と

え
ば 、「
作
者
の
体
験
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り

立
つ
「
私
小
説」
と
し
て」（5） 、
読
む
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る。

「
蜜
柑」
の
語
り
手
は
作
中
人
物
で
も
あ
る
「
私」
で
あ
り 、
か

つ
作
者
で
あ
る
芥
川
龍
之
介
と
同一
人
物
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る

ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る。
現
代
で
は
実
行
す
る
と
騒
ぎ
に
な

り
そ
う
だ
が 、
車
窓
か
ら
蜜
柑
を
投
げ
る
光
景
に
偶
然
出
会
い 、

そ
の
背
景
に
あ
る
事
情
を
直
観
し
て
心
を
動
か
さ
れ
る
と
い
う

筋

は 、
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
な
い 。
初

出
時
に
は
「
私
の
出
遭
っ
た
事」
の
総
題
で
「一
、

蜜
柑」
「
二 、

沼
地」
が
併
載
さ
れ
て
お
り 、
エ
ッ
セ
イ
の
よ
う
な
装
い
で
発
表

さ
れ
て
い
た
経
緯
も
あ
る
（
た
だ
し
目
次
に
は
「
創
作」
と
も
書

か
れ
て
お
り 、
こ
ち
ら
を
取
れ
ば
虚
構
の
性
格
が
強
ま
る（6） 。

さ
ら
に
作
中
で
登
場
す
る
「
横
須
賀
線」
と
い
う
鉄
道
の
名
称

も
ま
た 、
芥
川
の
伝
記
事
項
を
想
起
さ
せ
る。
一
九一
六
（
大
正

玉）
年
七
月
に
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
芥
川
は 、
横
須
賀
の

海
軍
機
関
学
校
に
英
語
教
師
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た 。

当
時
の
芥
川
は
鎌
倉
の
和
田
塚
あ
た
り
に
下
宿
し
て
お
り 、
勤
務

後
に
横
須
賀
か
ら
東
京
へ
向
か
う

横
須
賀
線
上
り
列
車
を
利
用
し

た
際
の
印
象
的
な
「
出
遭」
い
（
ま
た
は
「
目
撃」
あ
る
い
は
「
別

れ」）
を
描
い
た
の
が
「
蜜
柑」
だ
と
捉
え
ら
れ
る。
菊
池
寛
が
こ

の
小
説
に
つ
い
て 、
「
題
材
を
芥
川
か
ら
口
頭
で
聴
い
た
時
に 、
既

に
あ
る
感
動
に
打
た
れ
た」
と
い
う
回
想（7）
も 、
「
蜜
柑」
で
描

か
れ
た
光
景
が
芥
川
の
実
際
に
出
会
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
読

み
を
補
強
し
て
き
た 。
総
じ
て
語
り
手
リ

作
中
人
物
で
あ
る「
私」

は 、
作
者
芥
川
と
同一
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
矛
盾
は
な
い 。

宗
像
和
重
に
よ
る
と 、
「
私
小
説」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る

の
は一
九
二
O
（
大
正
九）
年
の
こ
と
で
あ
る｛B） 。
そ
の
前
年
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に
は
大
正
期
の
私
小
説
を
代
表
す
る
葛
西
善
蔵
が
売
れ
っ
子
に
な

り 、
私
小
説
は
興
隆
を
極
め
な
が
ら
も
そ
の
安
直
さ
を
批
判
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
と 、
小
谷
瑛
輔
は
「
蜜
柑」
を
論
じ
る

中
で
述
べ
て
い
る（9） 。
「
蜜
柑」
は
そ
う
し
た
時
期
に
発
表
さ
れ

て
お
り 、
ゆ
え
に
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド」
と
呼
べ
る
の
で
あ
ろ
う 。

近
年
の
研
究
で
も
「
蜜
柑」
を
私
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
読

む
も
の
が
あ
る
が 、
一
方
で
作
中
の
「
私」
を
芥
川
と
は
切
り
離

し
て
読
も
う
と
す
る
方
向
も
見
ら
れ
る。
た
と
え
ば
戸
松
泉
は 、

「
小
説
と
読
も
う
が 、
芥
川
の
エ
ッ
セ
イ
と
読
も
う
が 、
語
り
手

「
私」
が 、
過
去
の
体
験
を
語
っ
た一
人
称
の
回
想
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
は
変
わ
ら
な
い 。
読
む
上
で 、
あ
え
て
「
私」
イ
コ
ー

ル
芥
川
と
す
る
必
要
も
当
面
は
な
い」
と
し
た
上
で 、
「
そ
こ
で
読

む
べ
き
も
の
は
ま
ず 、
「
出
遭
っ
た
事」
を
語
る
「
私」
自
身
で
あ

る」
と
指
摘
し
て
い
る（10） 。
ま
た
岩
佐
佐
四
郎
は
「
蜜
柑」
が

有
島
武
郎
の
作
品
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
提
示
し

て
お
り 、
芥
川
の
実
体
験
に
基
づ
く
と
い
う
前
提
自
体
も
問
い
直

さ
れ
て
い
る（11） 。
石
原
千
秋
も
語
り
手
「
私」
に
注
目
し 、
ジ

エ
ラ
l

ル
・

ジ
ュ
ネ
ッ
ト

の
物
語
論
を
用
い
て
作
中
人
物
と
語
り

手
の
整
理
を
行
う
中
で 、
「
作
者
H

私」
と
考
え
る
の
は
誤
解
で
あ

っ
て 、
一
人
称
小
説
で
あ
っ
て
も
「
作
者
／
語
り
手
／
私」
と
い

う
構
図
に
な
る
と
強
調
し
て
い
る。

「
蜜
柑」
の
語
り
手
は
作
中
人
物
の一
人
で
あ
り 、
自
分
を一

で
呼
ぶ 。
こ
う
し
た
形
式
は一
般
的
に一
人
称
小
説

物
語
世
界
の
外
に
位
置
す
る
語
り
手
が
す
べ
て
の
登

場
人
物
を
三
人
称
で
呼
ぶ
三
人
称
小
説
と
区
別
さ
れ
る。
し
か
し

西
田
谷
洋
は
こ
う
し
た
分
類
で
は
物
語
の
性
質
を
十
全
に
説
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
指
摘
す
る。
語
り
手
は
い
つ
で
も
語
り
手

と
し
て
物
語
言
説
に
介
入
で
き
る
た
め 、
ど
ん
な
語
り
も
潜
在
的

に
は一
人
称
で
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ 。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
作

中
人
物
と
語
り
手
の一
致
／
不一
致
の
関
係
に
あ
る（12） O
ジ
ユ

ネ
ッ
ト

は
物
語
言
説
の
言
表
者
が
物
語
内
容
の
作
中
人
物
で
あ
る

場
合
を
等
質
物
語
世
界
的
と
呼
び 、
語
り
手
が
作
中
人
物
で
は
な

い
場
合
を
異
質
物
語
世
界
的
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る。
こ
の
分

類
に
よ
る
と
「
蜜
柑」
は 、
「
私」
と
い
う
作
中
人
物
が 、
「
私」

が
過
去
に
体
験
し
た
出
来
事
を
回
想
し
て
物
語
言
説
を
言
表
し
て

い
る、
等
質
物
語
世
界
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る（13） 。
た
だ
し
語

る
「
私」
と
語
ら
れ
る
「
私」
は
現
在
と
過
去
と
い
う
異
な
る
時

間
に
属
す
る。
同一
人
物
で
は
あ
る
が 、
時
間
的
存
在
と
し
て
同

一
で
は
な
い
の
だ 。
ゆ
え
に
現
在
の
語
り
手
で
あ
る
「
私」
が 、

ど
の
よ
う
な
目
的
や
動
機 、
あ
る
い
は
欲
望
に
基
づ
い
て
回
想
を

行
っ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る。

登
場
人
物
で
あ
り

語
り
手
で
も
あ
る
「
私」
を 、
作
者
芥
川
龍

之
介
と
切
り
離
す
こ
と 。
さ
ら
に
回
想
の
中
に
登
場
す
る
過
去
の

「
私」
と 、
回
想
を
語
る
現
在
の
「
私」
（
語
っ
て
い
る
「
私」）

人
称
「
私」

と
呼
ば
れ 、



に
分
節
す
る
こ
と 。
そ
の
上
で
語
り
手
の
欲
望
や 、
そ
れ
を
達
成

す
る
た
め
に
採
ら
れ
た
語
り
方
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
い 。

小
説
の
よ
う
な
体
験
敵

こ
こ
で
語
り
手
が
ど
の
時
点
に
い
る
の
か
を
確
認
し
た
い 。
再

び
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

に
よ
る
と 、
語
り
手
の
時
間
的
位
置
は
次
の
四
通

り
に
区
別
さ
れ
る（14） 。

①
後
置
的
な
タ
イ
プ

②
前
置
的
な
タ
イ
プ

③
同
時
的
な
タ
イ
プ

④
挿
入
的
な
タ
イ
プ

（
過
去
形
で
語
ら
れ
た
物
語
言
説）

（
予
報
的
な
物
語
言
説）

（
現
在
形
で
語
ら
れ
た
物
語
言
説）

（
物
語
ら
れ
る
行
為
の
諸
時
点
の
聞
に
挿

入
さ
れ
る
物
語
言
説）

「
蜜
柑」
の
場
合
は
最
も一
般
的
な
①
の
タ
イ
プ
で
あ
る。
「
或
曇

っ
た
冬
の
日
暮」
と
あ
る
の
で 、
恐
ら
く
は
大
正
六
年
の
冬
の
出

来
事
を 、
大
正
八
年
に
語
り
手
「
私」
が
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
（
大
正
七
年
な
ら
「
昨
年
の
冬」
と
で
も
語
る
の
が
自
然
だ
ろ

う） 。
こ
の
年
は
第一
次
世
界
大
戦
の
「
講
話
問
題」
が
連
日
新
聞

の
冒
頭
を
飾
っ
て
お
り 、
「
私」
が
新
聞
に
そ
の
語
を
見
出
す
作
品

内
容
と
も一
致
す
る。

約
二
年
前
の
体
験
を
語
る
「
私」
は
今
も
「
云
ひ
ゃ
う
の
な
い

疲
労
と
倦
怠」
を
抱
え 、
人
生
を
「
不
可
解
な 、
下
等
な 、
退
屈

な」
も
の
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
だ 。
な
ぜ
な
ら
小
説
の
末
文
で 、

一
連
の
「
出
遭」
い
を
通
じ
て
こ
れ
ら
を
「
僅
か
に
忘
れ
る
事
が

出
来
た
の
で
あ
る」
（
傍
点
引
用
者）
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る。
時
間
に
せ
よ
量
的
な
も
の
に
せ
よ 、
「
僅
か」
と
明
言
さ

れ
て
い
る。
語
り
手
は
今
も
昔
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
心
理
状

態
と
人
生
観
を
吐
露
し
な
が
ら 、
そ
れ
ら
を
「
僅
か
に
忘
れ」
さ

せ
て
く
れ
た
特
権
的
な
体
験
と
し
て 、
小
娘
と
の
「
出
遭」
い
を

思
い
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で 、
そ
の
よ
う
な
光
景
が
「
私」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
重
要
な
対
立
点
が
研
究

史
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
が 、
小
谷
の
前
掲
書
で
あ

っ
た 。
小
谷
は 、
「
外
界
の
現
実
だ
っ
た
と
見
る
捉
え
方
と 、
内
面

の
想
像
だ
っ
た
と
見
る
捉
え
方
の
二
つ
の
方
向
か
ら
解
釈
が
提
出

さ
れ
て
き
た」
と
整
理
し
て
見
せ
る。
こ
の
う
ち「
外
界
の
現
実」

説
は 、
作
家
の
内
面
の
想
像
の
世
界
（
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
予

期
や
プ
チ
ブ
ル
の
意
識）
と 、
そ
れ
が
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

外
界
の
現
実
（
現
実
の
情
景
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト）
と
い
う
こ

項
対
立
が
置
か
れ 、
前
者
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
「
私」
の 、
後

者
の
世
界
と
の
出
会
い
が
描
か
れ
た
小
説
と
い
う

捉
え
方
で
あ
る。

「
芸
術」
に
こ
だ
わ
る
倍
倣
で
狛
介
な
芥
川
H
「
私」
の
体
験
談

と
し
て
の
解
釈
と
も
言
え
る。
こ
れ
に
対
し
て
「
内
面
の
想
像」

蜜
柑
の
光
景
は
実
体
験
を
正
確
に
叙
述
し
た
も
の
と
い
う
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よ
り
「「
朗
な
心
も
ち」
の
鼓
動
を
刻
む
た
め
の
修
辞
的
な
誇
張」

（15）
で
あ
り 、
「「
蜜
柑」
に
描
か
れ
た
景
物 、
人
物
は 、
す
べ

て
主
人
公
の
心
象
風
景
と
な
っ
て
い
て 、
主
人
公
に
よ
っ
て
「
観

ら
れ
た」
世
界
で
あ
り 、
主
人
公
と
外
界
と
の
対
峠
は
な
い」（1

6）
な
ど
と
す
る
立
場
で
あ
る。
中
で
も
角
倉
正
二
は
解
釈
の
根
拠

を
作
中
の
表
現
に
見
出
し
て
お
り 、

太
陽
の
光
が
完
全
に
排
除
さ

れ
て
い
る
作
中
に
あ
っ
て 、
曇
天
に
投
げ
上
げ
ら
れ
た
蜜
柑
が「
暖

な
日
の
色
に
染
ま
っ
て」
見
え
る
こ
と
の
矛
盾
を
突
い
て
い
て
重

要
で
あ
る（17） 。

ま
た
矢
野
昌
邦
は
前
掲
論
文
で 、
娘
が
投
げ
た
蜜
柑
が
乱
落
す

る
こ
の
小
説
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
言
え
る
場
面
に 、
文
章
の

乱
調
を
指
摘
し
て
い
る。
「「
蜜
柑」
が
子
供
た
ち
の
上
へ
落
ち
て

い
っ
た」
の
で
は
な
く 、
「
蜜
柑
が
子
供
た
ち
の
上
へ
空
か
ら
降
っ

て
来
た」
の
で
あ
る。
主
人
公
の
眼
で
蜜
柑
の
乱
落
を
み
れ
ば 、

前
者
の
よ
う
な
文
章
に
な
る
は
ず
だ
が 、
そ
の
主
人
公
の
眼
が
乱

れ
て
い
る
た
め 、
後
者
の
よ
う
な
文
章
に
な
っ
て
い
る」
と
い
う

わ
け
だ 。
こ
の
論
点
は
後
の
研
究
に
お
い
て
も
度
々
問
題
と
さ
れ

て
お
り 、
小
谷
は
「
つ
ま
り
こ
の
描
写
は
「
私」
か
ら
は
不
可
能

な
視
点
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と」
で
あ
り 、
「
こ
れ
も
や
は
り

蜜
柑
の
光
景
が
現
実
と
い
う
よ
り
も
「
私」
に
よ
っ
て
積
極
的
に

創
ら
れ
た
絵
で
あ
る
こ
と
を
徴
づ
け
る
も
の
だ
ろ
う」（18）
と
論

じ
て
い
る。

物
語
言
説
を
詳
細
に
読
む
に
つ
け 、
「
蜜
柑」
は
現
実
体
験
を
忠

実
に
再
現
し
た
文
章
と
い
う
よ
り
は 、
語
り
手
が
創
作
し
た
回
想

の
エ
ク
リ
チ
ュ
l

ル
と
し
て
の
特
色
が
濃
厚
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
「
蜜
柑」
を
再
読
す

る
と 、
語
り
手
は
ま
る
で
自
ら
が
小
説
の
世
界
を
生
き
る
作
中
人

物
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る。
具

体
的
に
見
て
い
こ
う 。

四

虚
構
性
へ

の
自
己
言
及

語
り
手「
私」
は
ど
の
よ
う
に
物
語
を
紡
い
で
い
る
だ
ろ
う
か 。

「
蜜
柑」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る。「
或
曇
っ
た
冬
の
日
暮
で
あ
る。

私
は
横
須
賀
発
上
り
二
等
客
車
の
隅
に
腰
を
下
し
て 、
ぼ
ん
や
り

発
車
の
笛
を
待
っ
て
ゐ
た」 。
夏
の
夜
や
冬
の
早
朝
で
は
な
く「
冬

の
日
暮」
で
あ
り 、
最
も
光
の
弱
い
季
節
の 、
微
光
が
さ
ら
に
失

わ
れ
て
い
く
時
間
が 、
小
説
の
出
発
時
点
に
設
定
さ
れ
て
い
る。

紅
野
謙
介
が
前
掲
指
導
書
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に 、
う
す
ら
寒

く
て
空
が
低
く
見
え
る
よ
う
な 、
重
く
圧
迫
的
な
気
配
が
立
ち
の

ぼ
る
始
ま
り
方
で
あ
る。
身
も
心
も
閉
ざ
し 、
自
身
の
孤
独
や
寂

し
さ
に
目
を
向
け
や
す
く
な
る
環
境
で
あ
る、
と
基
本
的
に
は
捉

え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う 。
た
だ 、
本
稿
が
仮
説
と
し
て
述
べ
た
い

の
は 、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は 、「
私」
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が
自
身
の
心
情
を
語
る
た
め
に
お
説
え
向
き
の
状
況
が
設
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
そ
し
て 、
「
私」
が
半
ば
そ
の
こ
と

を
意
識
的
に
語
っ
て
い
る
と
読
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

「
私」
は
ほ
か
に
乗
客
の
い
な
い
客
車
の
「
隅」
に
腰
を
下
ろ

し
て
（
中
央
に
陣
取
る
の
で
は
な
く
て
「
ぼ
ん
や
り」
と
発
車
の

笛
を
待
っ
て
い
る。
静
的
で
受
動
的
な
態
度
が
重
ね
ら
れ
る
が 、

一
方
で
「
私」
は
そ
こ
か
ら
見
え
る
薄
暮
の
光
景
を
詳
細
に
語
っ

て
み
せ
る。「
う
す
暗
い
プ
ラ
ッ
ト
フ
オ
オ
ム」
に
も
人
影
は
な
く 、

「
艦
に
入
れ
ら
れ
た
小
犬 、が一
匹 、
時
々
悲
し
さ
う
に 、
吠
え
立

て
て
ゐ」
る
こ
と 。
そ
の
上
で 、
「
こ
れ
ら
は
そ
の
時
の
私
の
心
も

ち
と
不
思
議
な
位
似
つ
か
は
し
い
景
色
だ
っ
た」
と
説
明
す
る。

語
り
手
は
「
私」
を
囲
む
風
景
と
自
身
の
心
情
を
重
ね
て
語
っ
て

い
る。
他
方
で 、
「
私
の
頭
の
中
に
は
云
ひ
ゃ
う
の
な
い
疲
労
と
倦

怠
と
が 、
ま
る
で
雪
曇
り
の
空
の
や
う
な
ど
ん
よ
り
し
た
影
を
落

し
て
ゐ
た」
と
い
う

描
写
で
は 、
心
情
を
景
色
に
喰
え
て
語
っ
て

い
る。
心
情
と
景
色
が
呼
応
し
て
語
ら
れ 、
読
者
も
そ
の
よ
う
に

解
釈
す
る
｜
｜

そ
れ
も
ま
た
近
代
小
説
の
常
套
手
段
で
あ
る
わ
け

だ
が 、
小
説
に
造
詣
が
深
い
（
芥
川
龍
之
介
で
あ
っ
て
も
お
か
し

く
な
い
ほ
ど
に）
と
思
わ
れ
る
「
私」
と
い
う

語
り
手
は 、
そ
の

こ
と
を
自
ら
解
説
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
こ
と
は 、
語
り
手
が
回
想
し
て
い
る
体
験
が 、
小
説
（
の

よ
う
な
出
来
事）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る。
前
節
で
確
認
し
た

よ
う
に
「
私
の
出
遭
っ
た
事」

「
蜜
柑」
の
エ
ク
リ
チ
ユ

l
ル
が
実
体
験
で
は
な
く
虚
構
で
あ
る
な
ら
ば 、
語
り
手
は
仮
構

さ
れ
た
実
体
験
を
虚
構
に
喰
え
る
こ
と
で 、
自
ら
虚
構
性
を
暴
露

し
て
い
る
こ
と
に
な
る。

鏡
舌
な
語
り
と
は
裏
腹
に 、
「
私」
の
身
体
は
静
的
で
受
動
的

で
あ
る。
ポ
ケ
ッ
ト

に
両
手
を
突っ
込
ん
だ
ま
ま
ほ
と
ん
ど
身
動

き
せ
ず 、
行
為
す
る
意
欲
も
持
た
な
い 。
端
的
に
「
云
ひ
ゃ
う
の

な
い
疲
労
と
倦
怠」
と
表
現
さ
れ
る
こ
う
し
た
心
情
や
態
度
が 、

こ
の
小
説
の
そ
し
て
「
私」
の
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
オ
オ
ム」
で
あ
る。

「
私」
は
物
語
の
出
発
点
（
起
承
転
結
の
「
起」）
を 、
汽
車
の
出

発
点
と
重
ね
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

語
り
手
の
思
考
を
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う 。
な

ぜ
「
冬
の
日
暮」
か
ら
語
り
出
し
た
の
か 、
な
ぜ
犬
の
こ
と
な
ど

語
っ
た
の
か 、
な
ぜ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
に
停
車
し
て
い
る
こ
と

を
こ
と
さ
ら
に
語
っ
た
の
か

｜
い
ず
れ
も
自
身
の
心
境
を
比
喰

的
に
語
る
の
に
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
そ
し
て
語
り
手
は 、

そ
れ
ら
が
心
情
や
人
生
と
い
っ
た
も
の
の
象
徴
や
比
時
で
あ
る
こ

と
を 、
語
り
の
中
で
自
己
言
及
し
て
し
ま
う
の
だ 。

西
田
谷
洋
は 、
「
小
説
が
言
葉
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て 、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
制
作
過
程
を
提
示
す
る
自
己
言
及
性
に
よ
っ
て 、
小
説
の

虚
構
性
を
強
調
し 、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実
の
関
係
を
再
考
さ
せ

で
あ
る
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〔
中
略〕
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン」
と
し
て 、
メ
タ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
位
置
付
け
て
い
る（1
10

体
験
談
を
装
っ
て
は

い
る
が 、
「
蜜
柑」
は
小
説・
創
作
で
あ
り 、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で 、
語
り
手
「
私」
は
自
身
の
「
体
験」

が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
把
握
し
て
お
り 、
そ
の
自

覚
も
含
め
た
回
想
が
「
蜜
柑」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
編
み
出

し
て
い
く 。
彼
は
世
界
を
小
説
の
よ
う
に
語
り 、
自
ら
を
小
説
の

登
場
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に
自
覚
的

で
あ
る。
こ
う
し
て
み
る
と 、
「
蜜
柑」
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に

近
接
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

る五

走
る
汽
車
と
不
動
の
身
体

「
が 、
や
が
て
発
車
の
笛
が
鳴
っ
た」
と
第
二
段
落
は
続
け
ら

れ
る。
逆
接
の
「
が」
が
用
い
ら
れ 、
動
き
だ
そ
う
と
す
る
汽
車

と
は
対
照
的
な 、
停
滞
し
た
ま
ま
の
「
私」
の
態
度
や
心
情
が
印

象
づ
け
ら
れ
る。
「
私」
は
「
後
の
窓
枠へ
頭
を
も
た
せ
て」 、
「
待

っ
と
も
な
く
待
ち
か
ま
へ
て」
い
る
だ
け
だ 。
一
方
で
「
か
す
か

な
心
の
寛 、ぎ」
を
感
じ
る
が 、
心
情
的
な
救
済
は
あ
く
ま
で
汽
車

に
委
ね
ら
れ
て
お
り 、
自
ら
主
体
的
に
憂
欝
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す

る
こ
と
は
な
い 。

し
か
し
発
車
直
前 、
一
人
の
小
娘
が
速
度
感
を
も
っ
て
登
場
す

る。
「
私」
は
彼
女
の
存
在
を 、
ま
ず
「
け
た
た
ま
し
い
日
和
下
駄

の
音」
に
よ
っ
て
認
知
し 、
続
い
て
「
間
も
な
く
車
掌
の
何
か
云

ひ
罵
る
声」 、
「
二
等
室
の
戸
が
が
ら
り
と
開
い
て」
と 、
い
ず
れ

も
聴
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る 。
座
席
に
埋
も
れ
た
「
私」
の
重
い

身
体
が
主
体
的
に
視
線
を
向
け
る
以
前
に 、
小
娘
は
音
と
し
て
襲

撃
し
て
く
る
の
で
あ
る。
眼
は
瞬
時
に
逸
ら
し
た
り
眠っ
た
り
で

き
る
が 、
音
は
防
ぎ
が
た
い
し 、
耳
を
手
で
塞
ぐ
元
気
も
な
か
っ

た
だ
ろ
う（「
夕
刊
を
出
し
て
見
よ
う
と
云
ふ
元
気
さ
へ
起
ら
か
っ

た」） 。
「
私」
は
よ
う
や
く
疲
労
と
倦
怠
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を

去
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
っ
た
の
に 、
第
四
段
落
で
「
恰
も
卑

俗
な
現
実
を
人
間
に
し
た
や
う
な
面
持
ち」
と
評
さ
れ
る
小
娘
が 、

目
の
前
に
鎮
座
し
続
け
る
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う 。
二
等
客
車
は

憂
欝
か
ら
距
離
を
取
る
手
段
で
あ
っ
た
は
ず
が 、
発
車
前
に
吠
え

立
て
て
い
た
小
犬
の
「
撞」
の
よ
う
に 、
「
私」
を
幽
閉
す
る
装
置

と
な
っ
て
走
り
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る。

第
三
段
落
前
半
で
は
「
私」
に
よ
る
小
娘
の
観
察
と
評
価
が
続

く 。
「一

瞥
し
た」
だ
け
の
は
ず
だ
が
そ
の
視
線
は
執
劫
で 、
批
判

的
語
調
は
蛾
烈
さ
を
増
し
て
い
く 。
こ
の
時
点
で
「
私」
が
特
筆

す
る
の
は 、
小
娘
の
「
下
品
な
顔
だ
ち」 、
「
服
装
が
不
潔」 、
客
車

の
「
二
等
と
三
等
と
の
区
別
さ
へ
も
弁へ
な
い
愚
鈍
な
心」
で
あ

る。
む
し
ろ
素
描
さ
れ
る
だ
け
の
「
霜
焼
け
の
手」
が
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
階
級
の
記
号
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が 、
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そ
う
し
た
点
に
特
段
の
意
識
を
払
う
こ
と
は
な
い 。
そ
し
て
こ
の

容
赦
な
い
評
価
は 、
小
娘
が
「
愚
鈍」
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
繊
細
で

暖
か
な
心
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
に 、
「
私」
が
ま
だ
気
づ
い

て
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る。
同
時
に 、
蜜
柑
乱
落
の
感
動
を
よ

り
鮮
烈
に
表
現
す
る
小
説
的
な
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る。

閉
鎖
的
な
空
間
で
他
人
と
二
人
き
り
に
な
っ
た
「
私」
は 、
小

娘
の
存
在
を
忘
れ
よ
う
と
夕
刊
を
広
げ
る。
ほ
ぼ
同
時
に
客
車
は

「
横
須
賀
線
に
多
い
隊
道
の
最
初
の
そ
れ」
へ
入
り 、
「
外
光」
は

「
電
灯
の
光」
に
変
わ
る（20） 。
第
四
段
落
に
入
り 、
社
会
へ
の

通
路
で
も
あ
る
は
ず
の
紙
面
に
目
を
や
る
が 、
「
私」
に
と
っ
て
は

「
平
凡
な
出
来
事
ば
か
り
で
持
ち
切
っ
て」
い
る。
「
私
は
隊
道
へ

は
い
っ
た一
瞬
間 、
汽
車
の
入
っ
て
い
る
方
向
が
逆
に
な
っ
た
よ

う
な
錯
覚
を
感
じ」
る。
置
き
去
り
に
し
て
き
た
は
ず
の
疲
労
と

倦
怠
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
へ
と
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に

「
私」
は
陥
る
の
で
あ
る。
外
界
は
す
べ
て
私
の
心
情
の
比
輸へ

と
回
収
さ
れ
て
い
く 。

こ
の
隊
道
の
中
の
汽
車
と 、
こ
の
田
舎
者
の
小
娘
と 、
さ
う

し
て
又
こ
の
平
凡
な
記
事
に
埋
っ
て
ゐ
る
夕
刊
と 、
｜
｜

こ

れ
が
象
徴
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う 。
不
可
解
な 、
下
等
な 、

退
屈
な
人
生
の
象
徴
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う 。

「
私」
は
自
身
が
置
か
れ
た
情
景
を
再
び
象
徴
と
し
て
語
る。
し

か
し
い
く
ら
内
心
で
毒
づ
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
彼
は
外
界
に
作
用

す
る
行
動
を
ほ
と
ん
ど
取
ら
ず 、
た
だ
汽
車
に
乗
っ
て
移
動
し 、

座
席
か
ら
の
観
察
と
評
価
を
続
け
る
だ
け
だ 。
そ
し
て
つ
い
に
は 、

「
死
ん
だ
や
う
に
眼
を
つ
ぶ
っ
て 、
う
つ
ら
う
つ
ら
し
始
め
た」

と 、
意
識
を
遮
断
し
た
精
神
的
な
死
に
喰
え
ら
れ
る
よ
う
な
眠
り

に
落
ち
て
い
く
の
で
あ
る。

第
五
段
落
に
入
る
と 、
眠
っ
て
い
る
聞
に
「
私」
の
隣
に
移
動

し
た
小
娘
が 、
悪
戦
苦
闘
の
末
に
窓
硝
子
を
開
放
す
る。
同
時
に

汽
車
は
隊
道
の
中
へ
入
り 、
「
私」
は
煤
煙
を
満
面
に
浴
び
せ
ら
れ

る。
不
快
感
を
言
語
化
す
る
余
裕
も
な
い
ほ
ど
の
窮
状
に
見
舞
わ

れ
な
が
ら 、
そ
の
状
況
を
説
明
す
る
回
想
の
語
り
は
鏡
舌
さ
を
増

す
が 、
や
は
り
「
私」
は
特
に
何
も
し
て
い
な
い
に
等
し
い 。

そ
の
姿
を
煤
煙
と
電
灯
の
光
と
の
中
に
眺
め
た
時 、
も
う
窓

の
外
が
見
る
見
る
明
く
な
っ
て 、
そ
こ
か
ら
土
の
匂
や
枯
草

の
匂
が
冷
か
に
流
れ
こ
ん
で
来
な
か
っ
た
な
ら 、
漸
咳
き
や

ん
だ
私
は 、
こ
の
見
知
ら
な
い
小
娘
を
頭
ご
な
し
に
叱
り
つ

け
て
で
も 、
又
元
の
通
り
窓
の
戸
を
し
め
さ
せ
た
の
に
相
違

な
か
っ
た
の
で
あ
る。

結
局
彼
は
小
娘
を
叱
り
つ
け
る
こ
と
も
窓
を
閉
め
さ
せ
る
こ
と
も

な
く 、
た
だ
座
っ
て
眺
め
て
い
た 。
汽
車
は
走
る
が 、
客
車
の
中

で
彼
の
身
体
は
小
説
の
冒
頭
か
ら一
切
移
動
し
て
い
な
い 。
そ
の

姿
は 、
劇
的
な
物
語
展
開
を
見
せ
る
小
説
を
書
く
作
家
が 、
原
稿

用
紙
を
前
に
座
っ
た
ま
ま
全
く
移
動
し
な
い
様
子
に
も
似
て
い
る。
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六

僻
敵
さ
れ
る
恩
寵

隊
道
を
滑
り
抜
け
た
先
に
待
っ
て
い
た
の
は 、
「
貧
し
い
町
は

づ
れ」（21）
で
あ
り 、
「
見
す
ぼ
ら
し
い
藁
屋
根
や
瓦
屋
根
が
ご

み
ご
み
と
狭
苦
し
く
建
て
こ
ん
で」
い
る、
踏
切
り
の
あ
る
暮
色

の
風
景
で
あ
る。
そ
こ
で
「
私」
は
頬
の
赤
い
三
人
の
男
の
子
が

並
ん
で
い
る
の
を
認
め 、
先
述
し
た
蜜
柑
乱
落
の
光
景
が
展
開
さ

れ
る
（
頬
の
赤
さ
は
小
娘
と
彼
ら
を
結
び
つ
け
る） 。

そ
れ
が
汽
車
の
通
る
の
を
仰
ぎ
見
な
が
ら 、
一
斉
に
手
を
挙

げ
る
が
早
い
か 、
い
た
い
け
な
喉
を
高
く
反
ら
せ
て 、
何
と

も
意
味
の
分
ら
な
い
城
声
を一
生
懸
命
に
遊
ら
せ
た 。
す
る

と
そ
の
瞬
間
で
あ
る。
窓
か
ら
半
身
を
乗
り
出
し
て
ゐ
た
例

の
娘
が 、
あ
の
霜
焼
け
の
手
を
っ
と
の
ば
し
て 、
勢
よ
く
左

右
に
振
っ
た
と
思
ふ
と 、
忽
ち
心
を
躍
ら
す
ば
か
り
暖
な
日

の
色
に
染
ま
っ
て
ゐ
る
蜜
柑
が
凡
そ
五
つ
六
つ 、
汽
車
を
見

送
っ
た
子
供
た
ち
の
上
へ
ぱ
ら
ぱ
ら
と
空
か
ら
降
っ
て
来
た 。

第
七
段
落
で
「
私
の
心
の
上
に
は 、
切
な
い
程
は
っ
き
り
と 、
こ

の
光
景
が
焼
き
つ
け
ら
れ
た」
と
語
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
る。
こ

れ
を
受
け
て 、
「
私」
は
「
或
得
体
の
知
れ
な
い
朗
な
心
も
ち
が
湧

き
上
っ
て
来
る
の
を
意
識
し
た」
と
い
う 。

疲
労
と
倦
怠
の
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
出
た
も
の
の 、
失
わ
れ
て
い
く
光
と
煤
煙
に
苛

ま
さ
れ
て
い
た
「
私」
は 、
「
卑
俗
な
現
実」
や
「
不
可
解
な 、
下

等
な 、
退
屈
な
人
生
の
象
徴」
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
小
娘
に
よ
っ

て 、
思
い
が
け
ず
救
い
を
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な
る 。

小
説
の
佳
境
と
な
る
こ
の
場
面
に
は 、
様
々
な
技
巧
が
凝
ら
さ

れ
て
い
る。
た
と
え
ば
色
彩
表
現
で
あ
る（22） O
本
作
は
冒
頭
か

ら
「
曇
っ
た
冬
の
日
暮」
「
う
す
暗
い」
と
い
っ
た
表
現
が
並
び 、

蜜
柑
が
登
場
す
る
直
前
で
も「
う
す
白
い
旗」
「
陰
惨
た
る
風
物
と

同
じ
や
う
な
色
の
着
物」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た 。
い

ず
れ
も
モ
ノ
ク
ロ
の
風
景
で
あ
る。
も
ち
ろ
ん
小
娘
の
両
頬
は
赤

く 、
毛
糸
の
襟
巻
は
萌
黄
色
で
あ
り 、
赤
帽
の
姿
も
あ
っ
た
が 、

頬
は
「
気
持
の
悪
い
程
赤
く
火
照
ら
せ
た」 、
襟
巻
き
「
垢
じ
み
た

萌
黄
色」
と
表
現
さ
れ
て
お
り 、
薄
暮
で
赤
が
黒
っ
ぽ
く
見
え
る

こ
と
も
含
め 、
心
躍
る
よ
う
な
色
彩
で
は
な
い 。
そ
れ
ま
で
地
味

だ
っ
た
色
彩
や
光
が 、
蜜
柑
に
よ
っ
て一
気
に
彩
度
と
明
度
を
上

げ
る
の
で
あ
る。
こ
の
風
景
は
も
ち
ろ
ん 、
光
に一
瞬
照
ら
さ
れ

る
「
私」
の
気
分
と
等
価
で
あ
る 。

も
う一
点
は 、
先
述
し
た
日
本
語
文
法
と
し
て
の
破
調 、
あ
る

い
は
語
り
の
水
準
の
侵
犯
で
あ
る 。
こ
の
小
説
は
全
編
を
通
し
て

客
車
内
に
い
る
「
私」
に
内
的
焦
点
化
し
た
語
り
で
あ
り 、
か
つ

「
私」
は
身
体
的
な
移
動
を
ま
っ
た
く
行
わ
な
い 。
に
も
拘
わ
ら

ず 、
こ
こ
で
は
踏
切
か
ら
汽
車
を
見
送
っ
た
子
供
た
ち
に
内
的
焦

点
化
し
た
「
降
っ
て
来
た」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る 。

車
外
に
投
げ
ら
れ
た
蜜
柑
が 、
車
内
に
い
る
「
私」
に
降
っ
て
く
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る。
あ
る
い
は
車
内
に
い
る
は
ず
の
「
私」
が 、
そ
の
瞬
間
だ
け

踏
切
付
近
に
い
る
子
供
た
ち
と
共
に
並
び
立
つ 。
こ
こ
ま
で
繰
り

返
し
強
調
さ
れ
て
き
た
「
私」
の
不
動
性
は 、
こ
の
場
面
を
際
立

た
せ
る
伏
線
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る。
「
私」
の
感
情
や
視
点
が
語

り
の
水
準
を
侵
犯
し
て
大
き
く
移
動・
転
換
さ
れ
る
の
で
あ
る。

自
ら
が
小
説
の
登
場
人
物
で
も
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る「
私」
は 、

自
ら
の
存
在
を
焦
点
化
ゼ
ロ
の
地
点
か
ら
術
敵
し
て
語
っ
て
見
せ

る。
す
な
わ
ち
そ
の
と
き
の
「
私」
は 、
降
り
注
ぐ
蜜
柑
の
思
寵

を
子
供
た
ち
と
と
も
に
受
け
止
め
た 、
と
い
う
こ
と
を
語
り
た
か

っ
た
の
で
あ
る。

七

結
ぴ

「
私」
が
こ
の
出
来
事
を
通
じ
て
救
済
さ
れ
た
の
は
し
か
し 、

僅
か
な
時
間
あ
る
い
は
僅
か
な
程
度
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る。
だ
が 、

「
僅
か
に
忘
れ
る
事
が
出
来
た」
と
い
う
結
末
の
文
章
を
待
た
ず

と
も 、
「
私」
は
す
で
に
伏
線
と
し
て
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
し
ま
っ

て
い
る。
そ
も
そ
も
こ
の
物
語
の
舞
台
は
「
横
須
賀
発
上
り
二
等

客
車」
で
あ
っ
た 。
こ
の
汽
車
に
乗
っ
て
「
私」
は
「
横
須
賀
線

に
多
い
隆
道」
の
数
本
を
抜
け
な
が
ら
走
り

続
け
て
お
り 、
蜜
柑

の
光
景
は
そ
の
途
上
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
小
娘
の
投
げ

た
蜜
柑
が
弟
た
ち
に
降
っ
た
あ
と
も 、
そ
れ
を
焦
点
化
ゼ
ロ
の
語

り
で
仰
ぎ
見
て
受
け
止
め
た
あ
と
も 、
汽
車
は
横
須
賀
線
を
走
り

続
け
る。
汽
車
は
繰
り
返
し
隊
道へ
と
滑
り
込
む
だ
ろ
う 。
そ
の

た
び
に
「
私」
は 、
「
走
っ
て
ゐ
る
方
向
が
逆
に
な
っ
た
や
う
な
錯

覚」
に
脅
か
さ
れ
る
だ
ろ
う 。
ま
し
て
や
暮
色
は
さ
ら
に
濃
く
な

り 、
や
が
て
夜
の
聞
に
覆
わ
れ
る。
「
私」
が
見
直
し
た
小
娘
の
赤

く
火
照
っ
た
両
頬
も
彼
女
が
し
っ
か
り
と
握
っ
て
い
た
赤
い
三
等

切
符
も 、
暗
所
で
は
黒
色
に
変
化
し
て
し
ま
う 。

も
ち
ろ
ん 、
そ
れ
で
も
「
私
の
心
の
上
に
は
切
な
い
程
は
っ
き

り
と 、
こ
の
光
景
が
焼
き
つ
け
ら
れ
た」
と
も 、
た
し
か
に
「
私」

は
語
っ
て
い
る。
松
津
前
掲
論
に
も
あ
る
よ
う
に 、
蜜
柑
の
輝
き

と
暗
欝
な
「
私」
の
心
は
図
と
地
の
関
係
に
あ
り 、
対
照
的
で
あ

る
が
ゆ
え
に
互
い
の
印
象
を
鮮
明
に
す
る。
し
か
し
こ
の
語
り
手

は 、
自
身
を
作
中
人
物
の
よ
う
に
捉
え 、
線
路
上
を
走
る
汽
車
の

運
動
を
小
説
の
物
語
展
開
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る。
そ
し
て 、
反

復
さ
れ
る
隊
道
と 、
暮
色
の
濃
く
な
る
時
間
帯
を 、
語
り
の
構
造

と
し
て
す
で
に
選
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
こ
で
「
私」
を
芥
川
と
捉
え
直
し 、
自
殺
で
閉
じ
ら
れ
た
彼

の
人
生
を
予
見
し
た
作
品
と
し
て
「
蜜
柑」
を
捉
え
る
つ
も
り
は

毛
頭
な
い 。
た
だ 、
実
体
験
や
自
身
の
人
生
を
も 、
見
事
に
構
成

さ
れ
た
小
説
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン）
に
な
ぞ
ら
え
て
語
ら
ざ
る
を
得

な
い 、
「
私」
の
業
を
そ
こ
に
見
る
だ
け
で
あ
る。
彼
は
つ
い
に
小

娘
に
話
し
か
け
る
こ
と
も
な
く 、
彼
女
の
方
か
ら
も一
顧
だ
に
さ
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れ
な
か
っ
た 。
「
剃
那
に一
切
を
了
解
し
た」
と
し
て
自
己
完
結
す

る
彼
に 、
外
部
の
現
実
世
界
と
の
「
出
遭」
い
は
も
た
ら
さ
れ
な

か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い 。

注
（
1）

二
O
O
六
年
ま
で
の
主
な
掲
載
教
科
書
は
年
代
順
に
次
の
通
り 。

『
国

一
一
』
（
中
教
出
版 、

一

九
五
O
年
）

、
『
高
等
学
校
用
国
語
1

一

九
八
五
年）

、
『
標
準
国
語
一
』
（
尚
学
図
書 、

語
の
教
室

改
訂
版
』
（
筑
摩
書
房 、

一

九
八
八
年
）

、
『
高
等
学
校
用
国
語
1

二
訂
版
』
（
筑
摩
書
房 、

八
年）

、
『
標
準
国
語
一

改
訂
版
』
（
尚
学 、

一

九
九
一

年）
、

『
新
国
語

1
』
（
旺
文
社 、
一
九
九
四
年） 、
『
新
編

国
語
I

』
（
筑
摩
書
房 、

九
四
年
）

、
『
新
編

改
訂
版
』
（
筑
摩
書
房 、

九
八九

国
語
1

一
九
九
八
年
） 。

阿
武
泉
監
修
『
読
ん
で
お
き
た
い
名
著
案
内

教
科
書
掲
載
作
品

小
・

中
学
校
編
』
（
日
外
ア
ソ
シ
エ

ー
ツ

、

二
O
O
八
年、

二
O
O
八
年）

お

3
0
0
0

』
（
日
外
ア
ソ
シ
エ

ー
ツ

、

教
科
書
掲
載
作
品
1

二
O
O
八
年）

を
参
照

。

よ
び
阿
武
泉
監
修
『
読
ん
で
お
き
た
い
名
著
案
内

（
2
）

三
浦
和
尚
『
高
校
国
語
科
授
業
の
実
践
的
提
案
』
（
三
省
堂

、

。

七
年

（
3
）

た
と
え
ば
石

原
千
秋
「
こ
の
名

作
を
知
っ
て
い
ま
す
か

第
八
回

近
代
小
説

の
愉
し
み

語
り
手
は
「
私」
で
は
な
い
1
芥
川
龍
之
介
「
蜜

文
蔵
』

二
O
O
九
年
六
月
）

、

牧
野
哲
大
『
日
本
の

柑」」
（
『
月
刊
文
庫

名

作
二
十
八
筋
の
物

語
り

じ
っ
く
り
味
わ
い
し
み
じ
み
語
る』
（
グ
ラ

フ
社 、
二
O
O
四
年
）

な
ど 。
ま
た

、

汽
車
の
別
れ
を
描
い
た
点
か
ら
「
鉄

道
文
学」
と
し
て
も
特
筆
さ
れ
て
い
る

。
た
と
え
ば
川
本
三
郎
『
小
説
を 、

映
画
を

、

鉄
道
が
走
る
』
（
集
英
社 、

二
O
一
一

年）
、

野
村
智
之
『
鉄
道

文
学
の
旅
』
（
郁
朋

社 、
二
O
O
九
年
） 、

池
内
紀
・
松

本
典
久

コ抗
鉄
全

書
』
（
東
京
書
籍 、

二
O
一

八
年）

な
ど

。

学
習
指
導
の
研
究』
（
筑
摩
書

房）

の
「
蜜
柑」

を
参
考
と
し
た
こ
と
が
末
尾
で
明

記
さ
れ
て
い
る 。

（
4
）

石

割
透
に
よ
る
『
国
語
I

二
訂
版

（
5
）

戸

松

泉
「
芥
川
龍
之
介
「
蜜
柑」
の
「
私」」
（『
日

本
文
学
』

第
四

九
巻
第
一

号
、

二
O
O
O
年
一

月
）

（
6
）

初
出
の
発
表
形
態
に
注
目
し
た
先
行
論
と
し
て

、

芹
浬
光
興
「
『
蜜
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柑
』

論
へ
の
一

視

角

｜
｜
（
或
得
体
の
知

れ
な
い
朗
な
心
も
ち）
を
め
ぐ

一

九
八
三
年
十
二
月
）

が
あ
る

。

っ

て
」
（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』

（
7）

菊
池
寛
「
文
芸
作
品
の
内
容
的
価
値」
（『
新
潮』
一
九
二
二
年
七
月）

（
8
）

宗
像
和
重
「
大
正
九
（
一

九
二
O
）

年
の
「
私
小
説」

論」
（
『
早
稲

田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
（
国
語
国
文
学
）
』
一

九
八
三
年
十
二
月
）

（
9
）

小
谷
瑛
輔
『
小
説
と
は
何
か
？
｜
｜

芥
川
龍
之
介
を
読
む
』
（
ひ
つ

じ
書
房

、

二
O
一

七
年
）

（
刊
）

戸

松

泉

前
掲
論
文

（
日）

岩
佐
世
四
郎
「『
旅
す
る
心
』
と
「
蜜
柑」

1
芥
川
的
エ
ク
リ
チ
ユ

l
ル
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
文
学
』
第
五
二
巻
七
号 、
二
O
O一
二
年
七
月
）

（
臼
）

西
田
谷
洋
『
テ
ク
ス
ト

の
修
辞
学
』
（
翰
林
書
房 、

二
O
一

四
年）



（
口）

ジ
エ
ラ
l

ル
・

ジ
ュ
ネ
ッ
ト

『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン

ジ
ャ
ン
ル
・

物
語
論
・

文
体』
（
和
泉
涼
一
・

尾
何
直
哉
訳 、

水
声
社 、

二
O
O
四
年） 、
同
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー

ル

光
・

和
泉
涼
一
訳 、

水
声
社 、
一
九
八
五
年）

（
凶）

前
掲
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
』
参
照 。

な
お 、

ジ
ユ
ネ
ッ
ト

や

方
法
論
の
試
み』
（
花
輪

プ
ロ
ッ
プ
を
中
心
と
し
た
物
語
論
に
つ
い
て
は
近
年
読
み
や
す
い
入
門

書
の
刊
行
が
相
次
い
で
い
る 。
た
と
え
ば
松
本
和
也
編
『
テ
ク
ス
ト

分
析

入
門

小
説
を
分
析
的
に
読
む
た
め
の
実
践
的
ガ
イ
ド』（

ひ
つ
じ
書
房 、

二
O
一
六
年）

な
ど 。

解
釈
と
教
材
の

（
日）

菅
野
昭
正
「
芥
川
龍
之
介
の
文
体」
（『
園
文
皐

研
究
』
一
九
七
五
年
二
月）

（
凶）

矢
野
昌
邦
「
芥
川
龍
之
介
『
蜜
柑』
考」
（『
明
治
大
学
日
本
文
学
』

一
九
七
八
年
三
月）

（
げ）

角
倉
正
二
「『
蜜
柑』
と
『
樟
様
』」
（『
言
語
と
文
芸
』

年
十
一
月）

（
同）

小
谷
前
掲
書

（
凶）

西
田
谷
洋
「
は
じ
め
に」
（
西
田
谷
洋
・

五
嶋
千
夏
・

野
牧
優
里
・

大
橋
奈
依
『
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
圏
域』
花
書
院 、
二
O
一
二
年）

九
八

（
却）

川
本
三
郎
は
前
掲
書
で
「
蜜
柑」

を
取
り
上
げ 、

横
須
賀
線
の
描

写
の
正
確
さ
を
指
摘
し
て
い
る 。
川
村
に
よ
る
と
横
須
賀
市
内
を
走
る
J

R
の
ト
ン
ネ
ル
の
数
は
十
五 、
京
浜
急
行
は
二
十
と
の
こ
と 。
線
路
沿
い

の
吉
倉
公
園
に
は
「
蜜
柑
の
碑」

も
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う 。

ま
た 、

蜜
柑」
の
客
席
が
ボ
ッ
ク
ス
シ
l
ト
な
の
か
ロ
ン
グ
シ
l
ト

な
の
か
も

研
究
史
に
お
い
て
重
要
な
問
題
提
起
に
な
っ
て
お
り 、
鵜
生
川
清
「
芥
川

一
九
八
六
年
五
月）

龍
之
介
『
蜜
柑』
論」
（『
国
語
通
信』
二
八
五
号 、

は
当
時
の
横
須
賀
線
の
車
両
ま
で
調
査
し
て
平
行
ロ
ン
グ
シ
l
ト

だ
っ

た
と
考
証
し
た 。

も
っ
と
も 、
「
後
の
窓
枠
へ
頭
を
も
た
せ
て」

と
い
う

記
述
や
小
娘
の
移
動
を
追
え
ば
読
み
取
れ
る
は
ず
だ
が 、
高
橋
大
助
（
前

掲
論
文）
が
高
校
生
を
対
象
に
調
査
し
た
と
こ
ろ 、
か
な
り
の
率
で
ボ
ッ

ク
ス
シ
ー
ト
と
誤
読
し
て
い
た
と
い
う 。

（
幻）

初
出
で
は
「
新
し
い
町
は
づ
れ」 。

全
集
版
で
修
正
さ
れ
た 。

（
幻）

色
彩
に
注
目
し 、

赤
い
色
を
己
の
宿
命
的
な
人
生
の
象
徴
と
捉
え

た
論
と
し
て 、
山
崎
甲
一
「
文
学
研
究
と
文
化
研
究
の
現
在
｜
｜

激
石
・

文
学
批
評
の
論 、

及
び
芥
川
「
蜜
柑」 、

横
光
「
蝿」
の
こ
と」
（『
東
洋

大
学
大
学
院
紀
要』
第
四
三
集 、
二
O
O
七
年
三
月）
が
あ
る 。
山
崎
は

手
も
顔
も
全
身
赤
で
し
か
も
赤
切
符
を
握
っ
た
小
娘
が
窓
の
外
や
聞
に

正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
の
と
は
対
照
的
な
姿
と
し
て 、
動
こ
う
と
し
な
い

「
私」
を
捉
え
て
い
る 。
ま
た 、

松
津
和
宏
「
芥
川
龍
之
介
『
蜜
柑』
を

解
釈
に
抗
し
て
読
む」
（
田
中
実
・

須
貝
千
里
編
著
『〈
新
し
い
作
品
論）

へ
、

〈
新
し
い
教
材
論〉
へ
2

文
学
研
究
と
国
語
教
育
研
究
の
交
差』

右
文
書
院 、
一
九
九
九
年）

は
色
彩
の
ほ
か
ご
ご
「一
E

な
ど
数
字
に

着
目
し 、

類
似
と
反
復
の
構
造
を
見
出
し
て
い
る 。
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（
と
も
だ

よ
し
ゆ
き

信
州
大
学
教
育
学
部）


