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一

　
「
眉
山
」（『
小
説
新
潮
』
一
九
四
八
年
三
月
）
は
、
研
究
の
蓄
積
は
さ
ほ
ど

多
く
な
い
が
、
戦
後
の
太
宰
の
短
編
中
で
も
比
較
的
印
象
に
残
る
佳
作
で
あ

る
。
若
松
屋
と
い
う
飲
み
屋
で
働
き
、「
眉
山
」
と
あ
だ
名
さ
れ
軽
蔑
さ
れ
て

い
た
ト
シ
ち
ゃ
ん
が
、
末
尾
で
腎
臓
結
核
に
罹
っ
て
い
た
と
判
り
、「
僕
」
た

ち
は
衝
撃
を
受
け
河
岸
を
変
え
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
り
、
太
宰
の

没
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
渥
美
孝
子
（
１
）

が
「
献

身
の
テ
ー
マ
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
遠
か
ら
ず
彼
女
に
訪
れ
る
死
が
、

こ
れ
ま
で
の
彼
女
の
言
動
へ
の
読
み
換
え
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
」
る
と
し
、

彼
女
に
対
す
る
「
嫌
悪
感
の
強
さ
」
が
「
逆
転
の
構
図
の
鮮
や
か
さ
」
を
生
み

出
し
て
い
る
と
し
た
。
ま
た
小
林
真
二
（
２
）

は
、「
僕
た
ち
が
侮
蔑
的
に
捉
え
た

眉
山
の
様
々
な
逸
話
は
、
結
末
で
腎
臓
結
核
ゆ
え
の
も
の
と
わ
か
る
と
意
味
を

反
転
し
、
病
気
を
お
し
て
世
話
を
焼
い
て
く
れ
た
眉
山
の
優
し
さ
を
思
う
よ
す

が
と
し
て
僕
た
ち
を
自
責
の
念
に
苛
む
」
と
ま
と
め
て
お
り
、
全
般
的
に
こ

の
作
品
に
つ
い
て
は
、「
眉
山
の
優
し
さ
」
＝
〈
奉
仕
〉
と
、
彼
女
に
対
す
る

評
価
が
「
反
転
」
す
る
と
い
う
構
造
に
専
ら
着
目
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
ト
シ

ち
ゃ
ん
の
自
己
犠
牲
的
な
〈
奉
仕
〉
と
い
う
点
で
、
田
中
良
彦
（
３
）

な
ど
が
「
饗

応
婦
人
」
と
の
同
質
性
に
着
目
し
て
お
り
、
確
か
に
ト
シ
ち
ゃ
ん
像
は
同
時
期

の
他
の
太
宰
作
品
に
連
な
る
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
。

　

で
は
、
こ
の
作
品
は
太
宰
の
文
学
的
な
履
歴
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
作
品
に
つ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
ト
シ
ち
ゃ
ん
の

〈
奉
仕
〉
と
い
う
テ
ー
マ
を
読
み
取
っ
て
き
た
先
行
研
究
に
対
し
、
類
型
的
な

読
み
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
細
部
に
焦
点
化
し
た
論
考
と
し
て
、
斎
藤
理

生
（
４
）

や
井
原
あ
や
（
５
）

の
も
の
が
あ
る
。
斎
藤
は
、「
僕
た
ち
」
の
ト
シ
ち
ゃ

ん
観
を
詳
し
く
分
析
し
、
登
場
人
物
た
ち
に
と
っ
て
「「
眉
山
軒
」
が
居
心
地

の
よ
い
空
間
だ
っ
た
こ
と
」
を
指
摘
、
他
の
芸
術
家
ら
の
反
応
と
は
異
な
る

「
僕
」
の
位
相
を
顕
在
化
さ
せ
、「〈
奉
仕
〉
し
て
い
た
小
説
家
が
、
そ
れ
を
わ

か
っ
て
く
れ
な
い
と
腹
を
立
て
て
い
た
当
の
相
手
に
〈
奉
仕
〉
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
思
い
知
る
、
と
い
う
作
品
構
造
」
を
見
る
。
さ
ら
に
斎
藤
は
「
眉
山
」
と

い
う
作
品
に
、「
作
家
と
し
て
読
者
に
〈
奉
仕
〉
す
る
こ
と
へ
の
強
い
意
識
を

示
し
て
い
た
」
太
宰
の
、「
作
家
の
〈
奉
仕
〉
を
理
解
し
て
く
れ
と
い
う
思
い
と
、

作
家
も
ま
た
〈
奉
仕
〉
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
と
の
揺
れ
動

き
」
を
読
み
取
っ
た
。

　

斎
藤
に
よ
れ
ば
、「
僕
」
は
単
に
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
献
身
と
い
う
真
実
に
末
尾

で
気
づ
き
、
彼
女
へ
の
憐
れ
み
の
感
情
を
抱
く
だ
け
で
は
な
い
。
彼
女
を
通
し
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て
自
ら
の
小
説
家
的
な
位
相
を
自
己
反
省
的
に
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。「
地
団
駄
踏
み
た
い
思
ひ
」
を
こ
の
よ
う
に
読
み
解
く
斎
藤
論
の
方
向
性

は
、
本
論
と
類
似
し
て
い
る
。
付
け
加
え
て
言
え
ば
、
こ
う
し
た
「
地
団
駄
踏

み
た
い
思
ひ
」
が
、
作
品
の
細
部
を
通
し
て
緻
密
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、
本
論
で
は
斎
藤
と
は
や
や
異
な
る
観
点
か
ら
説
明
す
る
。

　

ま
た
井
原
は
、「
た
と
え
『
け
ろ
り
と
し
た
顔
を
し
て
読
』
ま
れ
る
こ
と
に

『
僕
』
が
堪
え
ら
れ
な
か
ろ
う
と
、
そ
う
し
た
人
々
こ
そ
が
『
小
説
が
メ
シ
よ

り
好
き
』
と
い
う
読
者
に
他
な
ら
ず
、
彼
ら
が
活
字
を
求
め
、
書
店
に
並
ん

で
雑
誌
や
本
を
買
い
、
出
版
界
の
活
況
を
支
え
て
い
る
と
い
う
循
環
構
造
に

『
僕
』
は
気
付
い
て
い
な
い
。」
と
述
べ
、
こ
の
小
説
の
時
間
が
出
版
界
の
活
況

と
衰
退
の
時
期
に
重
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
眉

山
」
と
い
う
作
品
を
、「
軽
薄
で
驕
っ
た
」
態
度
を
後
悔
し
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
の

〈
奉
仕
〉
と
〈
献
身
〉
に
気
づ
い
た
「
僕
」
の
懺
悔
録
と
捉
え
、
一
九
四
八
年

頃
の
出
版
界
の
衰
退
に
よ
り
「
驕
っ
た
〈
時
〉
を
終
え
」
た
小
説
家
の
状
況
を

重
ね
合
わ
せ
る
。
井
原
の
、「『
眉
山
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
問
う
べ
き
は
、
あ

え
て
苦
い
思
い
出
を
回
想
す
る
『
僕
』
と
い
う
人
物
の
、
ス
タ
ン
ス
で
は
な
か

ろ
う
か
」
と
の
指
摘
は
的
確
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

右
の
二
つ
の
論
考
は
、
い
ず
れ
も
ト
シ
ち
ゃ
ん
と
の
交
渉
を
通
し
て
「
僕
」

に
も
た
ら
さ
れ
た
変
容
の
内
実
を
重
視
し
て
、
本
作
品
の
理
解
に
踏
み
込
ん
だ

も
の
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
拙
稿
は
こ
れ
ら
の
成
果
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
補
強
す
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
と
は
や
や
異

な
る
角
度
で
作
品
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、
多
少
な
り
と
も
「
眉
山
」
の

考
察
に
お
け
る
新
た
な
視
座
を
提
示
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ト
シ
ち
ゃ
ん
の
〈
奉
仕
〉
と
い
う
点
に
の
み
着
目
す
れ
ば
、
そ
の
対
象
で
あ

る
「
僕
」
と
橋
田
氏
ら
他
の
芸
術
家
と
で
、
彼
女
の
存
在
の
意
味
は
同
じ
に

な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
お
そ
ら
く
両
者
の
間
で
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
死
の
持
つ
意

味
合
い
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
最
終
的
に
橋
田
氏
と
共
に

河
岸
を
変
え
る
が
、
そ
の
思
い
は
全
く
異
な
る
と
い
う
観
点
に
立
ち
、「
僕
」

の
芸
術
観
と
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
死
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
　

二

　
「
眉
山
」
冒
頭
に
、「
こ
れ
は
、
れ
い
の
飲
食
店
閉
鎖
の
命
令
が
、
未
だ
発
せ

ら
れ
な
い
前
の
お
話
で
あ
る
。」（
６
）

と
注
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
の
語

り
手
「
僕
」
は
、
飲
食
店
の
営
業
が
停
止
さ
れ
る
前
の
出
来
事
を
、
停
止
後
に

語
っ
て
い
る
。
一
九
四
七
年
六
月
二
四
日
の
閣
議
決
定
は
、「
当
面
の
緊
迫
し

た
食
糧
需
給
事
情
に
対
処
し
国
民
総
耐
乏
の
姿
勢
を
と
と
の
へ
る
為
め
の
一
環

と
し
て
し
ば
ら
く
料
理
店
、
飲
食
店
の
休
業
を
求
め
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
」

と
し
て
、
同
年
七
月
一
日
よ
り
六
ヶ
月
間
の
、
全
国
の
料
飲
店
の
営
業
停
止
を

定
め
て
い
る
。
七
月
一
日
の
官
報
（
号
外
）
に
よ
れ
ば
、「
政
令
第
百
十
八
号

　

飲
食
営
業
緊
急
措
置
令
」
と
し
て
、
外
食
券
食
堂
や
旅
館
等
を
除
き
「
何
人

も
、
昭
和
二
十
二
年
の
七
月
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、

飲
食
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
、
違
反
者
に
は
「
三
年
以
下

の
懲
役
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
」
が
科
せ
ら
れ
た
。

　

太
宰
は
一
九
四
七
年
六
月
三
日
付
の
田
中
英
光
宛
書
簡
で
、「
ど
う
も
酒
飲

み
の
生
き
難
い
時
代
に
な
つ
て
来
た
ね
」
と
述
べ
て
お
り
、
具
体
的
な
指
示
内

容
は
不
明
だ
が
、
そ
の
飲
酒
の
生
活
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
一
方
、
七
月
九
日
の
伊
馬
春
部
宛
書
簡
で
は
、「
三
鷹
で
は
大
い
に
飲
め

る
ん
で
す
」
と
、
太
宰
が
毎
日
通
う
う
な
ぎ
屋
の
屋
台
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る

が
、
こ
れ
も
飲
食
店
の
営
業
停
止
を
念
頭
に
置
い
た
記
述
で
あ
ろ
う
（
７
）。
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こ
の
政
令
は
そ
の
後
数
度
に
わ
た
っ
て
期
限
が
延
長
さ
れ
、
四
九
年
五
月
七

日
の
官
報
（
号
外
）
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
吉
田
内
閣
に
お
け
る
「
飲
食
営
業
臨

時
規
整
法
」
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
続
く
。
太
宰
は
そ
の
間
に
亡
く
な
っ
た
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
は
ヤ
ミ
で
の
営
業
が
横
行
し
て
い
た
に
せ
よ
、
こ

の
当
時
の
食
糧
事
情
を
鑑
み
て
の
経
済
措
置
が
冒
頭
で
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
本
作
品
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。「
眉
山
」
＝
ト
シ
ち
ゃ

ん
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
営
業
停
止
措
置
が
存
続
す
る
語
り
手
の
現
在
か
ら
見

て
、
措
置
開
始
以
前
の
こ
と
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
太
宰
は
そ
の
こ
と
を

読
者
に
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
若
松
屋
か
ら
河
岸
を
変
え
る

と
い
う
作
品
末
尾
の
先
に
、
営
業
停
止
と
い
う
、「
僕
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
影
響
を
与
え
る
事
態
が
来
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
然
な
が

ら
「
僕
」
に
と
っ
て
も
、
太
宰
と
い
う
作
家
に
と
っ
て
も
「
生
き
難
い
時
代
」

の
到
来
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
四
七
年
六
月
二
〇
日
に
は
、
片
山
内
閣
下
で
「
新
日
本
建
設
国

民
運
動
要
領
」
な
る
も
の
が
閣
議
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
日
本
の
国
民

生
活
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
、「
勤
労
意
欲
の
高
揚
」「
友
愛
協
力
の
発
揮
」

「
自
立
精
神
の
養
成
」
な
ど
七
つ
の
目
標
を
掲
げ
、
そ
の
た
め
の
方
策
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　

 　

勤
労
を
尊
ぶ
民
主
的
・
平
和
的
な
文
化
国
家
を
そ
の
現
実
の
目
標
と
し

な
が
ら
、
敗
戦
日
本
の
国
民
生
活
は
、
い
ま
や
崩
壊
の
危
機
に
ひ
ん
し
て

い
る
。

　
　

 　

財
政
の
窮
乏
と
生
産
の
停
滞
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
高
進
と
ヤ
ミ
の

横
行
な
ど
の
経
済
的
な
悪
条
件
が
か
さ
な
り
合
つ
て
、
国
民
の
生
活
苦
と

生
活
不
安
が
ま
す
ま
す
深
ま
り
行
く
反
面
で
は
、
道
義
は
た
い
廃
し
、
思

想
は
動
揺
し
、
そ
の
結
果
、
社
会
の
秩
序
は
混
乱
し
て
、
国
民
協
同
体
の

基
盤
に
す
ら
恐
ろ
し
い
亀
裂
が
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
８
）。

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
不
安
は
、
戦
後
の
太
宰
の
作
品
に
も
色
濃
く

映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」（『
展
望
』
一
九
四
七
年
三

月
）
に
は
、「
十
日
、
二
十
日
と
お
店
に
か
よ
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
私
に
は
、

椿
屋
に
お
酒
を
飲
み
に
来
て
ゐ
る
お
客
さ
ん
が
ひ
と
り
残
ら
ず
犯
罪
人
ば
か
り

だ
と
い
ふ
事
に
、
気
が
つ
い
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
。
夫
な
ど
は
ま
だ
ま
だ
、
優
し

い
は
う
だ
と
思
ふ
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
お
店
の
お
客
さ
ん
ば
か
り
で

な
く
、
路
を
歩
い
て
ゐ
る
人
み
な
が
、
何
か
必
ず
う
し
ろ
暗
い
罪
を
か
く
し
て

ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
て
来
ま
し
た
。」
と
あ
り
、
国
民
生
活
の
退
廃
の
模
様
が

は
っ
き
り
と
作
品
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
太
宰
は
、
新
し
い
社
会
の

建
設
を
企
図
す
る
国
家
的
な
運
動
に
対
し
て
は
シ
ニ
カ
ル
で
あ
っ
た
。「
ヴ
ィ

ヨ
ン
の
妻
」
の
末
尾
で
、
妻
は
「
人
非
人
で
も
い
い
ぢ
や
な
い
の
。
私
た
ち
は
、

生
き
て
ゐ
さ
へ
す
れ
ば
い
い
の
よ
。」
と
言
い
、
道
徳
的
な
規
範
意
識
か
ら
は

距
離
を
取
っ
て
い
る
し
、
太
宰
自
身
が
進
ん
で
退
廃
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
た

こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
太
宰
の
同
時
期
の
作
品
と
関
わ
ら
せ
て
み
れ
ば
、
彼
は
「
眉
山
」

と
同
月
発
表
の
『
如
是
我
聞
』「
一
」（『
新
潮
』
一
九
四
八
年
三
月
）
で
「
み
な
、

無
学
で
あ
る
。
暴
力
で
あ
る
。
弱
さ
の
美
し
さ
を
、
知
ら
ぬ
。」
と
、「
文
化
の

指
導
者
み
た
い
な
顔
を
し
て
ゐ
る
人
た
ち
」
で
あ
る
「
老
大
家
」
を
批
判
し
て

い
る
。
こ
れ
を
「
眉
山
」
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、「
僕
」
は
結
末
に
お
い
て
、

こ
の
「
弱
さ
の
美
し
さ
」
を
身
を
以
て
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
更
に
興
味
深
い
の
は
、
太
宰
が
や
は
り
「
一
」
で
、
人
生
に
お

い
て
「
私
た
ち
は
、
何
か
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
、
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文
学
を
「
料
理
」
の
比
喩
で
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
あ
る

批
評
家
か
ら
小
説
が
「
ク
ソ
ミ
ソ
に
非
難
」
さ
れ
た
と
い
う
「
眉
山
」
の
「
僕
」

の
状
況
は
、『
如
是
我
聞
』
で
表
明
さ
れ
た
老
大
家
に
対
す
る
太
宰
の
不
満
を
、

若
松
屋
と
い
う
空
間
に
お
け
る
飲
食
と
い
う
設
定
の
中
に
組
み
込
ん
だ
も
の
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、「
眉
山
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
死
を

通
し
て
戦
後
の
自
ら
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
「
僕
」
あ
る
い
は
太
宰
の
姿
だ
と

言
え
ば
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
戦
後
と
い
う
時
代
の
中
で

生
き
る
姿
勢
に
お
い
て
、
太
宰
は
あ
る
意
味
で
倫
理
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
社
会
的
な
倫
理
や
道
徳
に
従
っ
て
振
る
舞
う
こ
と
で

は
な
い
。
彼
の
退
廃
的
な
生
活
は
明
ら
か
に
非
道
徳
的
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な

く
、
太
宰
は
倫
理
あ
る
い
は
「
義
」
な
る
も
の
を
突
き
詰
め
よ
う
と
す
る
姿
勢

に
お
い
て
倫
理
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

三

　

ト
シ
ち
ゃ
ん
が
腎
臓
結
核
に
罹
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
末
尾
に
お
い

て
、
こ
の
小
説
の
読
み
、
あ
る
い
は
〈
奉
仕
〉
の
意
味
が
反
転
す
る
こ
と
は
、

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
既
に
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
ト
シ
ち
ゃ
ん
は
腎

臓
の
結
核
感
染
症
で
あ
る
腎
臓
結
核
に
罹
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
な
ぜ
太
宰
は
腎
臓
結
核
と
い
う
病
を
問
題
と
し
た
の

か
。

　

腎
臓
結
核
（
腎
結
核
）
に
罹
患
す
る
と
、
尿
路
に
病
変
が
及
び
、
ト
シ
ち
ゃ

ん
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
頻
尿
の
症
状
が
見
ら
れ
る
。「
眉
山
の
大
海
」
と

呼
ば
れ
た
出
来
事
に
加
え
、「
ク
ソ
踏
み
眉
山
」
と
い
う
綽
名
の
由
来
と
な
っ

た
事
件
も
ま
た
、
彼
女
の
排
泄
機
能
の
不
全
状
態
を
直
接
間
接
に
示
し
て
い

る
。
こ
れ
を
、
諸
機
能
が
有
機
的
に
連
関
す
る
身
体
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
不
全

と
捉
え
た
時
、
こ
れ
が
若
松
屋
と
い
う
小
説
の
舞
台
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ

と
が
見
え
て
来
る
。

　

若
松
屋
は
「
バ
ラ
ツ
ク
で
は
な
い
が
急
ご
し
ら
へ
の
二
階
建
の
家
」
と
い
う

設
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、
戦
災
か
ら
「
最
も
早
く
復
興
し
た
」
飲

食
店
の
う
ち
、
若
松
屋
が
「
急
ご
し
ら
へ
」
で
は
あ
っ
た
も
の
の
「
バ
ラ
ツ
ク

で
は
な
い
」、
お
そ
ら
く
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
「
二
階
建
の
家
」
で
あ
っ
た

こ
と
を
読
者
に
注
意
深
く
示
す
箇
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
僕
た
ち
は
、
三
日

に
一
度
は
そ
の
若
松
屋
に
行
き
、
そ
こ
の
二
階
の
六
畳
で
、
ぶ
つ
倒
れ
る
ま
で

飲
み
、
さ
う
し
て
遂
に
雑
魚
寝
と
い
ふ
事
に
な
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、「
僕
た

ち
」
は
主
に
二
階
を
利
用
し
て
飲
み
食
い
し
て
い
た
。
そ
こ
は
、「
お
か
み
さ

ん
」
が
い
る
一
階
と
は
対
照
的
な
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
層

構
造
が
、
本
作
に
お
い
て
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
が
上
部
構
造
／
下
部
構
造
の
関
係
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
取
れ

る
。
二
階
を
使
用
す
る
「
僕
た
ち
」
は
、「
何
も
お
金
を
持
た
ず
に
行
つ
て
、

後
払
ひ
と
い
ふ
自
由
も
出
来
た
」
の
で
あ
り
、
経
済
的
な
問
題
か
ら
は
取
り
あ

え
ず
解
放
さ
れ
て
い
る
。
二
階
は
一
階
の
台
所
事
情
の
影
響
は
受
け
な
が
ら

も
、
食
糧
事
情
に
よ
る
営
業
停
止
以
前
に
は
「
わ
が
ま
ま
が
利
」
く
場
と
し
て

存
在
し
て
い
た
。
一
階
が
、
二
階
と
い
う
空
間
を
支
え
る
経
済
的
な
土
台
で
あ

る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

ま
た
こ
の
若
松
屋
の
構
造
に
お
い
て
、
一
階
は
「
お
か
み
さ
ん
」
に
代
表
さ

れ
る
、「
僕
の
連
れ
て
行
く
客
は
、
全
部
み
な
小
説
家
で
あ
る
と
独
り
合
点
し

て
ゐ
る
」
よ
う
な
人
々
、
つ
ま
り
芸
術
に
精
通
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
存

在
の
空
間
で
あ
る
。
若
松
屋
は
文
化
的
な
階
層
を
空
間
的
に
提
示
し
て
い
る
場

－ 38 －



で
も
あ
り
、「
階
」
に
よ
っ
て
そ
の
分
断
の
様
相
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
芸
術
家
と
、「
お
か
み
さ
ん
」
の
よ
う
な
一
般
的
大
衆
と
を
対
比
し
た

時
、「
小
説
が
メ
シ
よ
り
好
き
」
と
公
言
す
る
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
位
相
も
ま
た
明

瞭
と
な
る
。
一
階
と
二
階
を
往
来
す
る
ト
シ
ち
ゃ
ん
は
、
秩
序
化
さ
れ
た
文
化

的
な
階
層
を
攪
乱
す
る
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
な
存
在
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
芸
術
家
（
文
学
者
）
と
し
て
の
強
い
自
意
識
を
持
っ
て
い
た

「
僕
」
と
、
そ
れ
以
外
の
橋
田
氏
を
は
じ
め
と
す
る
芸
術
家
た
ち
と
が
、
同
じ

よ
う
な
意
識
を
共
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
は
末
尾
に
見
ら
れ

る
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
に
対
す
る
橋
田
氏
と
「
僕
」
と
の
見
解
に
相
違
か
ら
明
白
で

あ
ろ
う
。

　
　
「
さ
う
で
す
か
。
…
…
い
い
子
で
し
た
が
ね
。」

　
　

 　

思
は
ず
、
溜
息
と
共
に
そ
の
言
葉
が
出
て
、
僕
は
狼
狽
し
、
自
分
で
自

分
の
口
を
覆
ひ
た
い
や
う
な
心
地
が
し
た
。

　
　
「
い
い
子
で
し
た
。」

　
　
　

と
、
橋
田
氏
は
、
落
ち
つ
い
て
し
み
じ
み
言
ひ
、

　
　

 「
い
ま
ど
き
、
あ
ん
な
い
い
気
性
の
子
は
、
め
つ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
で
す

よ
。
私
た
ち
の
た
め
に
も
、
一
生
懸
命
つ
と
め
て
く
れ
ま
し
た
か
ら
ね
。

（
以
下
略
）」

　

こ
の
末
尾
は
、「
僕
」
の
そ
れ
ま
で
の
ト
シ
ち
ゃ
ん
に
対
す
る
侮
蔑
的
な
見

方
が
覆
さ
れ
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。
作
品
の
力
点
が
こ
の
「
僕
」
の
認
識
の
変

容
、
つ
ま
り
反
転
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
単
に
ト
シ
ち
ゃ
ん

に
対
す
る
見
方
が
「
い
い
子
」
に
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。

あ
え
て
大
仰
に
言
え
ば
、
こ
の
変
容
は
「
僕
」
の
持
っ
て
い
た
小
説
家
と
し
て

の
自
意
識
が
、
大
衆
的
な
読
者
の
存
在
に
よ
っ
て
瓦
解
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
自
分
の
小
説
は
所
詮
大
衆
に
は
理
解
で
き
な
い
、
と
い
う
考
え
を
抱
い

て
い
る
「
僕
」
は
、
お
か
み
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
も
そ
う
し
た
芸

術
の
領
域
に
入
り
込
む
べ
き
で
は
な
い
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
の
意
味

で
、
若
松
屋
の
構
造
を
通
し
て
示
さ
れ
る
文
化
的
な
階
層
は
、
ま
た
社
会
的
階

級
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
も
示
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、「
僕
」
が
ト
シ
ち
ゃ
ん
に
「
お
い
、
君
、
汚
い
ぢ
や
な
い
か
。
客

の
前
で
、
爪
の
垢
を
ほ
じ
く
り
出
す
な
ん
て
。」
と
非
難
し
、「
皆
さ
ん
、
爪
が

き
れ
い
だ
わ
。」
と
返
す
場
面
で
は
、「
僕
」
の
「
も
の
が
違
ふ
ん
だ
よ
」
と
い

う
言
葉
に
よ
っ
て
「
爪
が
き
れ
い
」
な
芸
術
家
と
「
汚
い
」
労
働
者
と
の
区
別

が
作
品
内
に
刻
印
さ
れ
る
。「
君
は
、
ど
こ
か
、
か
ら
だ
が
悪
い
ん
ぢ
や
な
い

か
？　

傍
に
寄
る
な
よ
、
け
が
れ
る
わ
い
。
御
不
浄
に
ば
か
り
行
つ
て
る
ぢ
や

な
い
か
。」
と
い
う
ト
シ
ち
ゃ
ん
へ
の
「
僕
」
の
言
葉
も
含
め
、
一
連
の
身
体

的
な
汚
穢
へ
の
嫌
悪
感
は
、〈
献
身
〉
と
い
っ
た
行
為
の
誠
実
さ
や
美
徳
を
示

す
言
葉
と
は
微
妙
に
ず
れ
た
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
病
の
所
在
を
示
し
て
い
よ

う
。
ト
シ
ち
ゃ
ん
自
ら
は
、「
僕
」
の
言
葉
に
「
ま
さ
か
。」
と
返
し
、
頻
尿
に

あ
っ
て
も
自
ら
の
病
気
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
眉
山
」
は
こ
の

病
と
身
体
的
な
汚
穢
、
非
衛
生
な
ど
が
微
妙
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
成
立
し
て

い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
身
体
的
嫌
悪
だ
け
で
は
な
い
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
ト
シ
ち
ゃ

ん
の
よ
う
な
女
性
の
文
学
好
き
を
蔑
視
す
る
「
僕
」
の
ま
な
ざ
し
で
あ
り
、
文

芸
雑
誌
を
め
ぐ
る
「
僕
」
と
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
や
り
取
り
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

結
局
小
説
家
の
生
活
も
、
当
然
な
が
ら
小
説
が
売
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
経
済

的
な
側
面
に
巻
き
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
「
僕
」
の
複
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雑
な
思
い
で
あ
る
。

　
　

 　

へ
ん
な
論
理
で
あ
っ
た
が
、
僕
は
ム
カ
つ
い
て
、
た
ま
ら
な
か
つ
た
。

そ
の
雑
誌
は
、
僕
の
と
こ
ろ
に
も
恵
送
せ
ら
れ
て
来
て
ゐ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
は
僕
の
小
説
を
、
そ
れ
こ
そ
、
ク
ソ
ミ
ソ
に
非
難
し
て
ゐ
る

論
文
が
載
つ
て
ゐ
る
の
を
僕
は
知
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
れ
を
、
眉
山
が
れ

い
の
、
け
ろ
り
と
し
た
顔
を
し
て
読
む
。
い
や
、
そ
ん
な
理
由
ば
か
り
で

は
な
く
、
眉
山
ご
と
き
に
、
僕
の
名
前
や
、
作
品
を
、
少
し
で
も
い
ぢ
ら

れ
る
の
が
、
い
や
で
い
や
で
、
堪
へ
切
れ
な
か
つ
た
。
い
や
、
案
外
、
小

説
が
メ
シ
よ
り
好
き
、
な
ん
て
言
つ
て
ゐ
る
連
中
に
は
、
こ
ん
な
眉
山
級

が
多
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
気
附
か
ず
、
作
者
は
、
汗
水
流
し
、

妻
子
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
そ
の
や
う
な
読
者
た
ち
に
奉
仕
し
て
ゐ
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
思
へ
ば
、
泣
く
に
も
泣
け
な
い
ほ
ど
の
残
念
無
念

の
情
が
胸
に
こ
み
上
げ
て
来
る
の
だ
。

　
「
小
説
が
メ
シ
よ
り
好
き
」
な
ト
シ
ち
ゃ
ん
に
対
す
る
「
僕
」
の
心
境
が
示

さ
れ
て
い
る
箇
所
だ
が
、
こ
の
前
に
「
僕
」
は
「
そ
れ
ぢ
や
、
お
前
は
、
僕
の

名
前
の
出
て
ゐ
る
本
を
、
全
部
片
つ
端
か
ら
買
ひ
集
め
る
こ
と
が
出
来
る
か

い
。
出
来
や
し
な
い
だ
ら
う
。」
と
「
へ
ん
な
論
理
」
で
ト
シ
ち
ゃ
ん
を
責
め

て
お
り
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
購
買
力
が
低
い
こ
と
を
も
っ
て
文
学
を
享
受
す
る
に

相
応
し
く
な
い
存
在
と
見
て
い
る
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
「
僕
」
は
、
自
ら
の

文
学
的
な
生
活
を
支
え
て
い
る
の
が
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
講
読
者
で
あ
る

こ
と
を
理
解
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
当
時
の
太
宰
の
考
え
を
直
接
反
映
し
た
も
の
と
は
言
い

難
い
面
も
あ
る
。「
眉
山
」
と
同
月
発
表
の
エ
ッ
セ
イ
「
小
説
の
面
白
さ
」（『
個

性
』
一
九
四
八
年
三
月
）
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
「
小
説
と
云
ふ
も
の
は
、
本

来
、
女
子
供
の
読
む
も
の
で
、
い
は
ゆ
る
利
口
な
大
人
が
目
の
色
を
変
へ
て
読

み
、
し
か
も
そ
の
読
後
感
を
卓
を
叩
い
て
論
じ
合
ふ
と
云
ふ
や
う
な
性
質
の
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
ま
た
木
村
純
二
は
、

太
宰
の
「
芸
術
家
」
観
を
論
じ
、「
読
者
が
純
粋
に
愛
好
す
る
気
持
ち
か
ら
小

説
を
読
む
の
と
同
じ
よ
う
に
、
小
説
家
も
、
純
粋
に
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
、
面

白
が
ら
せ
た
い
と
い
う
思
い
で
読
者
に
「
奉
仕
」
す
る
と
い
う
の
が
、
太
宰
の

考
え
る
小
説
家
の
在
り
よ
う
で
あ
っ
た
」（
９
）

と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
太
宰
自
身
の
志
向
か
ら
見
れ
ば
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
に
対
す
る
「
僕
」

の
怒
り
は
や
や
奇
異
に
も
映
る
が
、
お
そ
ら
く
「
眉
山
」
で
の
態
度
は
、〈
奉

仕
〉
に
徹
す
る
理
想
的
な
作
家
像
へ
の
反
転
を
導
き
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
場
面
は
、
末
尾
に
向
け
た
伏
線
と
し
て
の
小

説
的
結
構
で
あ
り
、
ま
た
橋
田
氏
ら
と
「
僕
」
と
を
差
異
化
す
る
出
来
事
と
し

て
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
は
他
方
で
、「
僕
」
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
芸
術
家
観
の
現
れ
と
し

て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
戦
前
の
保
田
與
重
郎
の
イ
ロ
ニ
ー
（
10
）

は
、

群
衆
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
存
在
と
し
て
芸
術
家
を
提
示
し
て
い
た
。
ト
シ

ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
、
自
分
の
小
説
を
理
解
出
来
な
い
読
者
が
多
く
存
在
す
る
と

想
像
す
る
こ
と
は
、
芸
術
家
と
し
て
の
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
す

る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
群
衆
は
そ
の
無
理
解
に
よ
っ
て
芸
術
家
の
芸
術

を
否
定
す
る
が
、
同
時
に
そ
れ
な
く
し
て
は
彼
／
彼
女
の
芸
術
も
成
り
立
た
な

い
。
保
田
の
場
合
、
市
民
社
会
成
立
後
の
（
つ
ま
り
パ
ト
ロ
ン
が
不
在
と
な
っ

た
）
芸
術
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
享
受
者
た
る
群
衆
を
虚
構
化
す
る
と

い
う
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。

　

保
田
の
影
響
の
有
無
は
さ
て
お
き
、
太
宰
の
作
品
に
は
芸
術
家
と
そ
の
享
受
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者
と
の
関
係
が
繰
り
返
し
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
自
ら
の
執
筆
活
動
を

経
済
的
に
支
え
て
い
る
読
者
へ
の
蔑
視
と
、「
汗
水
流
し
、
妻
子
を
犠
牲
に
」

す
る
と
い
う
〈
奉
仕
〉
の
ス
タ
イ
ル
と
の
間
で
揺
れ
動
く
太
宰
は
、
元
来
ロ
マ

ン
主
義
的
な
芸
術
家
イ
メ
ー
ジ
に
深
く
囚
わ
れ
て
い
た
作
家
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
、
芸
術
家
と
享
受
者
と
の
想
像
的
な
関
係
が
、
こ
の
「
眉
山
」
ほ
ど

図
式
的
か
つ
明
確
な
形
を
伴
っ
て
現
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

　

二
階
で
飲
む
「
僕
た
ち
」
が
「
借
り
が
利
く
」
若
松
屋
を
選
ぶ
の
は
、
芸
術

が
経
済
の
よ
う
な
不
純
な
夾
雑
物
か
ら
守
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
「
僕
」
の
ロ
マ

ン
主
義
的
な
考
え
を
も
示
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
出
版
経
済
に
お
い
て
小
説

家
の
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
購
読
者
た
る
大
衆
に
他
な
ら
な
い
。

経
済
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
芸
術
家
も
大
衆
も
な
く
、
単
に
資
本
＝
モ
ノ
が
流

通
す
る
社
会
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
「
若
松
屋
」
の
二
層
構
造
は
、
そ

う
し
た
社
会
状
況
の
中
で
も
、〈
芸
術
〉
の
領
域
が
辛
う
じ
て
守
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
見
た
場
合
、
末
尾
で
示
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
空

間
が
二
重
の
意
味
で
、
つ
ま
り
飲
食
店
営
業
停
止
と
芸
術
家
像
の
変
容
と
に

よ
っ
て
機
能
し
な
く
な
る
と
い
う
事
態
に
他
な
ら
な
い
。

　
　

四

　

若
松
屋
と
ト
シ
ち
ゃ
ん
に
つ
い
て
、
小
説
中
で
は
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
若
松
屋
も
、
眉
山
が
ゐ
な
け
り
や
い
い
ん
だ
け
ど
。」

　
　

 「
イ
グ
ザ
ク
ト
リ
イ
。
あ
い
つ
は
、
う
る
さ
い
。
フ
ウ
ル
と
い
ふ
も
の

だ
。」

　
　

 　

さ
う
言
ひ
な
が
ら
も
僕
た
ち
は
、
三
日
に
一
度
は
そ
の
若
松
屋
に
行

き
、
そ
こ
の
二
階
の
六
畳
で
、
ぶ
つ
倒
れ
る
ま
で
飲
み
、
さ
う
し
て
遂
に

雑
魚
寝
と
い
ふ
事
に
な
る
。

　
「
眉
山
」
と
あ
だ
名
さ
れ
た
ト
シ
ち
ゃ
ん
を
煙
た
が
り
な
が
ら
も
、「
僕
た
ち
」

が
若
松
屋
に
通
い
続
け
る
。
ト
シ
ち
ゃ
ん
に
対
す
る
侮
蔑
的
な
発
言
は
、
し
か

し
な
が
ら
、
作
品
を
読
み
進
め
て
い
け
ば
、
前
掲
斎
藤
論
（
注
４
）
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
「
こ
う
し
た
語
り
口
は
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
へ
の
嫌
悪
よ
り
も
、
語
る

場
の
盛
り
上
げ
に
重
点
を
置
い
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
あ
る
時

点
ま
で
は
、「
僕
」
も
含
め
た
芸
術
家
た
ち
に
と
っ
て
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
い
る

若
松
屋
は
「
居
心
地
の
よ
い
空
間
」
だ
っ
た
。

　

斎
藤
の
指
摘
に
従
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
「「
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
、
い
や
に
な

る
。
あ
す
か
ら
も
う
、
河
岸
を
か
へ
ま
せ
う
よ
。
い
い
潮
時
で
す
よ
。
他
に
ど

こ
か
、
巣
を
捜
し
ま
せ
う
。」／
そ
の
や
う
な
決
意
を
し
て
、
よ
そ
の
飲
み
屋
を

あ
ち
こ
ち
覗
い
て
歩
い
て
も
、
結
局
、
ま
た
若
松
屋
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
あ

る
。
何
せ
、
借
り
が
利
く
の
で
、
つ
い
若
松
屋
の
は
う
に
、
足
が
向
く
。」
と

あ
る
点
か
ら
も
窺
え
る
。「
借
り
が
利
く
」
と
い
う
理
由
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
本
当
に
ト
シ
ち
ゃ
ん
を
嫌
悪
し
て
い
る
な
ら
ば
、
と
う
に
河
岸
を
変
え
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
橋
田
氏
は
、
末
尾
に
お
い
て
「
僕
」
と

は
決
定
的
に
異
な
る
ト
シ
ち
ゃ
ん
観
を
披
瀝
し
て
い
た
。
橋
田
氏
が
ト
シ
ち
ゃ

ん
に
つ
い
て
「
い
い
子
で
し
た
。」
と
「
落
ち
つ
い
て
し
み
じ
み
言
」っ
て
い
る

点
か
ら
も
、
彼
が
本
心
か
ら
ト
シ
ち
ゃ
ん
に
愛
着
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解

で
き
る
。
橋
田
氏
が
「
河
岸
を
か
へ
」
る
こ
と
に
賛
同
す
る
の
は
、
人
々
を
若
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松
屋
へ
い
ざ
な
っ
て
い
た
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
不
在
が
理
由
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
「
奉
仕
」
に
対
す
る
橋
田
氏
ら
の
思

い
で
あ
る
。

　

さ
て
、
若
松
屋
の
二
階
が
「
僕
」
ら
に
と
っ
て
の
飲
食
の
場
だ
と
す
れ
ば
、

一
階
は
「
御
不
浄
」
が
あ
る
排
泄
の
場
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
若
松
屋

の
二
層
構
造
に
お
け
る
上
下
の
対
比
は
、
ま
た
二
階
が
栄
養
摂
取
（
口
）
で
一

階
が
排
泄
、
と
い
う
対
比
で
も
あ
る
（
象
徴
的
な
の
は
、
一
階
に
歯
痛
の
親
戚

が
寝
泊
ま
り
し
て
い
た
こ
と
だ
。
歯
痛
な
ら
ば
当
然
食
物
の
摂
取
は
困
難
で
あ

る
）。「
小
説
と
い
ふ
も
の
が
メ
シ
よ
り
も
好
き
」
な
ト
シ
ち
ゃ
ん
は
、
二
階
で

メ
シ
を
食
い
（
＝
「
僕
た
ち
」
か
ら
話
を
聞
き
）、
そ
れ
を
一
階
で
排
泄
す
る
。

そ
れ
は
、
彼
女
の
よ
う
な
文
学
愛
好
者
の
芸
術
享
受
の
あ
り
方
を
比
喩
的
に
示

し
て
お
り
、
そ
の
時
、
若
松
屋
そ
の
も
の
が
あ
る
種
の
身
体
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

な
る
。
そ
し
て
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
が
腎
臓
結
核
に
罹
患
し
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
芸
術
享
受
（
＝
腎
臓
）
の
機
能
不
全
状
態
は
、
い
ず

れ
訪
れ
る
彼
女
の
死
と
共
に
、
芸
術
家
の
居
場
所
で
あ
っ
た
若
松
屋
の
意
味
を

奪
い
、「
僕
」
の
「
芸
術
」
理
念
そ
の
も
の
を
も
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

橋
田
氏
ら
と
違
っ
て
、「
僕
」
は
あ
の
「
文
芸
雑
誌
」
を
め
ぐ
る
箇
所
に
示

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
心
か
ら
彼
女
を
軽
蔑
す
る
と
い
う
経
験
を
し
て
い
た
。

そ
れ
は
「
文
学
」
を
め
ぐ
る
態
度
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
芸
術
を
享
受
す
る
姿

勢
に
お
い
て
、「
僕
」
と
彼
女
が
全
く
異
な
る
価
値
観
を
持
っ
て
い
た
の
に
加

え
、「
僕
」
が
彼
女
に
対
し
て
階
級
的
と
も
言
え
る
優
越
感
を
持
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
眉
山
」
と
い
う
小
説
の
中
で
重
要
な

の
は
、
橋
田
氏
ら
他
の
芸
術
家
と
「
僕
」
と
の
間
で
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
に
対
す
る

思
い
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
同
じ
く
若
松
屋
で
ト
シ
ち
ゃ
ん
と
接
し
て
い
た
橋
田
氏
と

「
僕
」
と
の
間
に
認
識
の
違
い
が
生
じ
た
か
。
そ
れ
は
、
彼
女
を
死
に
至
ら
し

め
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
「
文
学
」
だ
と
い
う
点
に
「
僕
」
が
気
づ
い
た
か
ら

に
違
い
あ
る
ま
い
。
ト
シ
ち
ゃ
ん
は
、「
小
説
と
い
ふ
も
の
が
メ
シ
よ
り
も
好

き
」
な
た
め
に
、「
僕
」
や
そ
の
他
の
小
説
家
（
と
彼
女
が
思
い
込
ん
で
い
る

芸
術
家
）
の
傍
に
と
ど
ま
り
、
結
果
的
に
「
メ
シ
」
を
摂
取
す
る
た
め
の
身
体

機
能
を
破
壊
し
て
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
彼
女
は
い
わ
ば
、「
文

学
」
の
た
め
に

0

0

0

0

死
に
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
自
ら
が
「
奉
仕
」
し
て
提
供
し
て

い
る
と
信
じ
て
い
た
「
文
学
」
を
そ
の
よ
う
に
享
受
す
る
読
者
の
存
在
が
、
果

た
し
て
そ
れ
ま
で
の
「
僕
」
に
想
像
し
得
た
だ
ろ
う
か
。
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
稚
拙

な
文
学
観
を
徹
底
的
に
軽
蔑
し
て
い
た
「
僕
」
に
は
、
そ
の
こ
と
が
信
じ
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

橋
田
氏
と
の
決
定
的
な
認
識
の
違
い
が
こ
こ
に
あ
る
。
ト
シ
ち
ゃ
ん
が
「
文

学
」
の
た
め
に
死
に
つ
つ
あ
る
事
実
は
、「
僕
」
を
驚
愕
さ
せ
た
に
相
違
な
い
。

末
尾
の
「
地
団
駄
踏
み
た
い
思
ひ
」
と
は
、
お
そ
ら
く
「
少
し
で
も
、
ほ
ん
の

ち
よ
つ
と
で
も
永
く
、
私
た
ち
の
傍
に
ゐ
た
く
て
、
我
慢
に
我
慢
を
し
て
ゐ

た
」
と
い
う
橋
田
氏
の
言
葉
を
受
け
て
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
行
動
の
真
意
を
悟
っ

た
「
僕
」
の
、
非
常
に
強
い
感
情
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
橋
田
氏
と
違
い
、

「
僕
」
は
そ
の
行
動
が
い
ず
れ
も
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
小
説
好
き
に
拠
る
も
の
だ
と

理
解
し
た
か
ら
こ
そ
、
小
説
家
と
し
て
強
い
後
悔
（
11
）

を
覚
え
た
の
だ
。

　

二
葉
亭
四
迷
「
小
説
総
論
」
中
の
「
恋
情
の
切
な
る
も
の
は
能
く
人
を
殺

す
」（
12
）

に
準
え
て
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
に
つ
い
て
「
小
説
好
き
の
切
な
る
も
の
は

能
く
人
を
殺
す
」
と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
太
宰
が
「
眉
山
」
に
お
い

て
そ
う
い
う
状
況
を
描
い
た
こ
と
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
僕
」

が
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
文
学
の
享
受
の
仕
方
を
正
し
い
も
の
と
認
め
た
わ
け
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で
は
な
か
ろ
う
。「
眉
山
ご
と
き
に
、
僕
の
名
前
や
、
作
品
を
、
少
し
で
も
い

ぢ
ら
れ
る
の
が
、
い
や
で
い
や
で
、
堪
へ
切
れ
な
か
つ
た
」
と
い
う
思
い
自
体

が
消
え
去
っ
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
だ
が
そ
の
後
、
ト
シ
ち
ゃ
ん
の
喪
失
に

加
え
、
飲
食
店
閉
鎖
に
よ
っ
て
若
松
屋
自
体
も
表
立
っ
て
の
営
業
は
で
き
な
く

な
る
。
こ
う
し
た
社
会
の
推
移
と
照
応
す
る
か
の
よ
う
に
、「
僕
」
の
中
で
も

確
実
に
何
か
が
変
わ
っ
て
い
る
。

　
　

五

　

太
宰
は
戦
後
の
短
編
「
父
」（『
人
間
』
一
九
四
七
年
四
月
）
で
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　
　

 　

そ
れ
は
、
た
し
か
に
、
当
人
の
三
分
の
理
に
も
似
て
ゐ
る
が
、
し
か

し
、
私
の
胸
の
奥
の
白
絹
に
、
何
や
ら
こ
ま
か
い
文
字
が
一
ぱ
い
に
書
か

れ
て
ゐ
る
。
そ
の
文
字
は
、
何
で
あ
る
か
、
私
に
も
は
つ
き
り
読
め
な

い
。
た
と
へ
ば
、
十
匹
の
蟻
が
、
墨
汁
の
海
か
ら
這
ひ
上
つ
て
、
さ
う
し

て
白
絹
の
上
を
か
さ
か
さ
と
小
さ
い
音
を
た
て
て
歩
き
廻
り
、
何
や
ら
こ

ま
か
く
、
ほ
そ
く
、
墨
の
足
跡
を
ゑ
が
き
印
し
散
ら
し
た
み
た
い
な
、
そ

ん
な
工
合
ひ
の
、
幽
か
な
、
く
す
ぐ
つ
た
い
文
字
。
そ
の
文
字
が
、
全
部

判
読
で
き
た
な
ら
ば
、
私
の
立
場
の
「
義
」
の
意
味
も
、
明
白
に
皆
に
説

明
で
き
る
や
う
な
気
が
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
な
か
な
か
、
や
や

こ
し
く
、
む
づ
か
し
い
の
で
あ
る
。

　

作
中
の
「
私
」
は
、
家
族
を
顧
み
ず
遊
び
に
行
く
こ
と
の
弁
明
と
し
て
、「
義

の
た
め
に
遊
ん
で
ゐ
る
。」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。「
私
」
は
言
っ
て
み

れ
ば
、
自
分
で
も
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
「
胸
の
奥
」
の
「
文
字
」
を
説
明
し

よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
戦
後
の
太
宰
は
同
じ
く
「
義
」
を
説
明
し
よ
う
と
懸
命

に
作
品
を
書
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
説
明
不
可
能
な
ば
か

り
か
「
判
読
」
す
ら
覚
束
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
道
化
」
と
い
っ

た
仮
装
の
根
底
に
お
い
て
「
意
味
」
を
産
出
す
る
核
の
ご
と
き
も
の
だ
。

　

自
ら
の
中
に
刻
ま
れ
て
い
る
は
ず
の
、
他
者
に
自
身
の
「
義
」
を
説
明
す
る

た
め
の
「
文
字
」
が
、
主
体
の
手
中
に
な
い
こ
と
の
表
明
は
、
も
ち
ろ
ん
倫
理

的
な
説
明
の
放
棄
や
責
任
の
回
避
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
後

日
本
の
モ
ラ
ル
に
対
す
る
太
宰
な
り
の
応
答
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。「
父
」

の
記
述
に
従
う
な
ら
、
そ
の
「
義
」
は
太
宰
に
と
っ
て
い
か
に
も
不
分
明
な
も

の
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
は
戦
後
に
お
い
て
倫
理
的
な
基
準
が
確
立
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、「
義
」
が
輻
輳
的
で
、
多
領
域
に
跨
る
横
断

的
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
太
宰
に
と
っ
て
「
義
」
は
、

天
皇
の
よ
う
な
唯
一
の
誰
か
に
対
す
る
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
抗

争
的
な
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

例
え
ば
「
眉
山
」
の
よ
う
な
男
性
の
語
り
手
に
よ
る
作
品
と
、
女
性
の
語
り

手
が
提
示
す
る
「
道
徳
革
命
」
な
る
も
の
と
を
考
え
て
み
る
と
、
両
者
は
太
宰

に
お
い
て
表
裏
一
体
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。「
お
さ
ん
」（『
改
造
』
一
九
四

七
年
一
〇
月
）
の
次
の
よ
う
な
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

 　

革
命
は
、
ひ
と
が
楽
に
生
き
る
た
め
に
行
ふ
も
の
で
す
。
悲
壮
な
顔
の

革
命
家
を
、
私
は
信
用
い
た
し
ま
せ
ん
。
夫
は
ど
う
し
て
そ
の
女
の
ひ
と

を
、
も
つ
と
公
然
と
た
の
し
く
愛
し
て
、
妻
の
私
ま
で
た
の
し
く
な
る
や

う
に
愛
し
て
や
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
せ
う
。
地
獄
の
思
ひ
の
恋
な

ど
は
、
ご
当
人
の
苦
し
さ
も
格
別
で
せ
う
が
、
だ
い
い
ち
、
は
た
め
い
わ
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く
で
す
。

　
　

 　

気
の
持
ち
方
を
、
軽
く
く
る
り
と
変
へ
る
の
が
真
の
革
命
で
、
そ
れ
さ

へ
出
来
た
ら
、
何
の
む
づ
か
し
い
問
題
も
な
い
筈
で
す
。
自
分
の
妻
に
対

す
る
気
持
一
つ
変
へ
る
事
が
出
来
ず
、
革
命
の
十
字
架
も
す
さ
ま
じ
い

と
、
三
人
の
子
供
を
連
れ
て
、
夫
の
死
骸
を
引
取
り
に
諏
訪
へ
行
く
汽
車

の
中
で
、
悲
し
み
と
か
怒
り
と
か
い
ふ
思
ひ
よ
り
も
、
呆
れ
か
へ
つ
た
馬

鹿
々
々
し
さ
に
身
悶
え
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
も
、「
義
」
が
抗
争
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
夫
は
妻
の
た
め
に
死
を
選
ぶ
の
だ
が
、
妻
は
そ
こ
に
「
馬
鹿
々
々
し

さ
」
し
か
感
じ
て
い
な
い
。
太
宰
的
な
「
義
」
と
は
、
こ
う
し
た
諸
々
の
立
場

や
視
線
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
浮
か
び
上
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
眉

山
」
も
ま
た
抗
争
の
場
で
あ
っ
た
。「
眉
山
」
に
お
い
て
、
若
松
屋
の
上
下
の

空
間
設
定
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
も
表
し
て
い
た
。
文
学
の
何
た
る
か
を
知
ら

な
い
お
か
み
さ
ん
と
ト
シ
ち
ゃ
ん
は
、
共
に
女
性
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、「
お
さ
ん
」
の
記
述
を
参
照
す
れ
ば
、
女
性
は
ま
た
別
の
仕
方

で
、
男
性
原
理
や
男
性
芸
術
家
の
芸
術
観
を
相
対
化
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
こ
と
も
ま
た
、
女
性
を
あ
る

特
殊
な
位
置
に
押
し
込
め
る
こ
と
に
繋
が
る
の
だ
が
。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
か
ら
、
若
松
屋
を
上
部
構
造
と
下
部
構
造
の
メ
タ

フ
ァ
ー
と
捉
え
た
場
合
、
上
部
＝
文
学
が
経
済
と
い
う
下
部
構
造
に
支
配
さ
れ

て
い
る
と
い
う
構
図
が
顕
在
化
す
る
。
既
に
経
済
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
文

学
を
、
そ
れ
で
も
何
か
特
別
な
も
の
と
し
て
支
え
て
き
た
若
松
屋
は
、「
河
岸

を
か
へ
」
る
こ
と
で
喪
失
さ
れ
る
。
そ
し
て
ト
シ
ち
ゃ
ん
は
、
そ
の
ト
リ
ッ
ク

ス
タ
ー
的
な
あ
り
方
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
男
性
の
欲
望
を
映
し
出
し
て
い
た
。

「
あ
そ
こ
で
は
飲
め
な
い
」
と
「
僕
」
が
最
後
に
言
う
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
、

ト
シ
ち
ゃ
ん
が
芸
術
家
に
と
っ
て
真
の
他
者
と
し
て
立
ち
現
れ
た
か
ら
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
彼
女
は
、「
僕
」
た
ち
男
性
の
言
葉
遊
び
に
籠
絡
さ
れ
、
男
女

を
取
り
違
え
る
。
し
か
し
、
彼
女
の
態
度
が
男
性
陣
を
苛
立
た
せ
る
限
り
、
彼

女
は
男
性
が
何
た
る
か
を
映
し
出
す
鏡
た
り
得
た
は
ず
だ
。

　

と
こ
ろ
で
太
宰
は
、
織
田
作
之
助
死
去
に
際
し
、『
東
京
新
聞
』
一
九
四
七

年
一
月
一
三
日
付
に
「
織
田
君
の
死
」
と
い
う
一
文
を
草
し
、
そ
の
中
で
「
死

ぬ
気
で
も
の
を
書
き
と
ば
し
て
ゐ
る
男
。
そ
れ
は
、
い
ま
の
こ
の
時
代
に
、
も

つ
と
も
つ
と
た
く
さ
ん
あ
つ
て
当
然
の
や
う
に
私
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
の
だ
が
、

し
か
し
、
案
外
、
見
当
ら
な
い
。
い
よ
い
よ
、
く
だ
ら
な
い
世
の
中
で
あ
る
。」

と
述
べ
て
い
る
。
織
田
を
「
死
ぬ
気
で
も
の
を
書
き
と
ば
し
て
ゐ
る
男
」
と
し

て
、
そ
の
死
を
「
彼
の
哀
し
い
最
後
の
抗
議
の
詩
」
と
見
る
太
宰
は
、
社
会
的

な
規
制
の
中
で
死
を
賭
し
て
ペ
ン
を
執
っ
た
作
家
と
し
て
織
田
を
称
え
て
い

る
。
飲
食
店
の
営
業
停
止
措
置
は
、
一
連
の
戦
後
の
規
制
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い

が
、
無
頼
派
た
る
作
家
た
ち
に
と
っ
て
息
苦
し
い
世
の
中
だ
っ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。

　

ト
シ
ち
ゃ
ん
も
ま
た
、
死
を
賭
し
て
「
文
学
」
に
向
き
合
っ
た
存
在
だ
と
言

え
ば
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
太
宰
が
「
眉
山
」
と
い
う
作
品
の
中
に
そ
う
し
た

人
物
を
設
定
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
太
宰
の
自
死
そ
の
も
の
を
も
着
実

に
招
き
寄
せ
る
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

注

 

（
１ 

）
神
谷
忠
孝
・
安
藤
宏
編
『
太
宰
治
全
作
品
研
究
事
典
』（
勉
誠
社
、
一
九

九
五
年
一
一
月
）
の
「
眉
山
」
の
項
目
を
参
照
。

 

（
２ 

）
志
村
有
弘
・
渡
部
芳
紀
編
『
太
宰
治
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
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年
一
月
）
の
「
眉
山
」
の
項
を
参
照
。

 
（
３ 
）
例
え
ば
田
中
良
彦
「「
饗
応
夫
人
」
の
世
界
─
─
「
眉
山
」
と
関
連
し
て
」

（『
無
頼
の
文
学
』
二
一
・
二
二
号
、
一
九
九
八
年
四
月
）
は
、「
饗
応
夫
人
」

と
「
眉
山
」
に
、「
汝
等
己
を
愛
す
る
が
如
く
隣
人
を
愛
せ
よ
」
と
い
う

キ
リ
ス
ト
教
的
な
理
念
の
反
映
を
見
て
い
る
。

 

（
４ 

）
斎
藤
理
生
「
太
宰
治
『
眉
山
』
論
」（『
語
文
』
第
七
七
輯
、
二
〇
〇
一

年
一
二
月
）

 

（
５ 

）
井
原
あ
や
「
小
説
家
の
懺
悔
録
─
─
太
宰
治
「
眉
山
」
試
論
─
─
」（『
太

宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）

 

（
６ 

）
以
下
、
太
宰
の
作
品
の
引
用
は
、
小
説
は
『
太
宰
治
全
集
』
第
一
〇
巻

（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
一
月
）、
随
想
は
同
第
一
一
巻
（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
九
年
三
月
）、
書
簡
は
同
第
一
二
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年

四
月
）
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

 

（
７ 

）
当
時
の
太
宰
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
「
眉
山
」
を
細
か
く
読
み
解
い
て

い
る
論
考
と
し
て
、
伊
狩
弘
「「
眉
山
」
論
─
─
太
宰
治
の
酒
場
の
真
実

を
め
ぐ
っ
て
─
─
」（『
太
宰
治
研
究
』
第
一
六
号
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇

八
年
六
月
）
が
あ
り
、
こ
の
小
説
を
「
真
実
ら
し
い
と
こ
ろ
と
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
が
入
り
混
じ
る
」
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

 

（
８ 

）
内
閣
制
度
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
内
閣
制
度
百
年
史　

下
巻
』（
大
蔵

省
印
刷
局
、
一
九
八
五
年
二
月
）
三
〇
九
―
一
〇
頁

 

（
９ 

）
木
村
純
二
「
太
宰
治
に
お
け
る
「
芸
術
家
」
の
位
相
─
─
「
奉
仕
」
と

し
て
の
創
作
活
動
─
─
」（
ホ
モ
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
エ
ン
ス
研
究
所
「
貢

献
す
る
気
持
ち
」
研
究
レ
ポ
ー
ト
、http://w

w
w
.hom

o-contribuens.
org/kokenkenkyu/

、
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
日
掲
載
）

 

（
10 

）
例
え
ば
保
田
は
、「
ル
ツ
イ
ン
デ
の
反
抗
と
僕
の
な
か
の
群
衆
」（『
コ

ギ
ト
』
一
九
三
四
年
一
一
月
）
等
で
こ
う
し
た
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

 

（
11 

）
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
後
悔
は
、
前
掲
の
井
原
論
文
（
注
５
）
に
お
け

る
「
懺
悔
録
」
と
し
て
「
眉
山
」
を
捉
え
る
読
み
の
中
で
、
既
に
明
確
な

形
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

 

（
12 

）
二
葉
亭
四
迷
「
小
説
総
論
」（『
中
央
学
術
雑
誌
』
一
八
八
六
年
四
月
）、

引
用
は
講
談
社
文
芸
文
庫
『
平
凡
・
私
は
懐
疑
派
だ
』（
講
談
社
、
一
九

九
七
年
一
二
月
）
に
拠
る
。

 

（
の
さ
か
・
あ
き
お
）
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