
江
戸
川
乱
歩
「
湖
畔
亭
事
件
」
の
大
衆
性
に
つ
い
て

―
―
谷
崎
潤
一
郎
「
白
昼
鬼
語
」
と
の
比
較
を
通
し
て
―
―

宋

�

炫

一
、「
真
剣
」
と
「
情
熱
」
の
「
二
年
間
」
の
模
索
と
転
換

江
戸
川
乱
歩
は
大
正
一
二
年
の
作
家
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
昭
和
四
〇
年
に
没
す

る
ま
で
の
長
い
間
に
多
く
の
作
品
を
執
筆
し
た
。
し
か
し
、「
二
銭
銅
貨
」

で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
大
正
一
二
年
に
は
、
そ
れ
以
外
に
は

随
筆
一
編
（
四

月
）、「
一
枚
の
切
符
」（
七
月
）、「
恐
ろ
し
き
錯
誤
」（
一
一
月
）
の
み
、
一

三
年
に
は
「
二
廃
人
」（
六
月
）、「
双
生
児
」（
一
〇
月
）
の
二
作
品
だ
け
で

あ
り
、
作
品
の
掲
載
誌
も
『
新
青
年
』
だ
け
で
、
デ
ビ
ュ
ー
し
て
か
ら
二
年

間
は
ま
だ
専
業
作
家
と
し
て
の
活
発
な
動
き
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
大
正
一
四
年
に
な
る
と
乱
歩
は
専
業
作
家
と
な
る
こ
と
を
決
心

し
て
、
本
格
的
な
活
動
を
始
め
る
。

大
正
十
四
年
か
ら
翌
々
昭
和
二
年
の
三
月
ま
で
の
二
カ
年
余
り
に
、
私

は
自
分
の
持
っ
て
い
る
小
説
力
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
殆
ん
ど
出
し
つ

く
し
た
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
大
正
十
四
年
「
新
青
年
」
の
二
月
号

か
ら
連
続
短
篇
を
の
せ
は
じ
め
、
翌
十
五
年
も
辛
う
じ
て
小
説
を
書
き

つ
づ
け
た
が
、
そ
の
年
の
終
り
か
ら
連
載
を
は
じ
め
た
東
西
の
朝
日
新

聞
の
「
一
寸
法
師
」
に
自
己
嫌
悪
を
感
じ
、
そ
れ
が
終
っ
た
昭
和
二
年

三
月
、
筆
を
投
じ
て
無
期
休
業
を
決
意
す
る
ま
で
の
二
年
余
り
、
今
か

ら
考
え
る
と
、
こ
れ
が
私
の
作
家
と
し
て
の
最
良
の
時
期
で
あ
っ
た
。

虚
名
が
拡
が
っ
た
り
、
収
入
が
多
く
な
っ
た
り
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り

後
の
こ
と
だ
が
、
小
説
家
と
し
て
真
剣
に
情
熱
を
傾
け
た
の
は
こ
の
二

年
間
で
あ
っ（
１
）た。

乱
歩
は
大
正
一
四
年
か
ら
昭
和
二
年
に
わ
た
る
二
年
余
り
の
時
期
を
以
上

の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
多
数
の
短
編
と
最
初
の
長
編
連
載
、
合
作
連
載

を
発
表
す
る
な
ど
、「
最
良
の
時
期
」
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。『
新
青
年
』
の

編
集
者
で
あ
っ
た
森
下
雨
村
以
外
に
も
『
写
真
報
知
』
の
野
村
胡
堂
、『
苦

楽
』
の
川
口
松
太
郎
と
出
会
い
、『
新
青
年
』
以
外
の
雑
誌
や
新
聞
に
も
作

品
を
載
せ
始
め
、
春
陽
堂
か
ら
は
大
正
一
四
年
七
月
に
『
心
理
試
験
』、
大

正
一
五
年
一
月
に
は
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』、
九
月
に
は
『
湖
畔
亭
事
件
』

が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
〈
大
衆
文
学
〉
の
中
心
と
し
て
活
動
し
て
い
た

二
十
一
日
会
に
加
入
し
、
機
関
紙
『
大
衆
文
芸
』
の
創
刊
に
参
与
し
た
。
そ
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れ
以
外
に
も
探
偵
趣
味
の
会
に
加
入
し
、『
探
偵
趣
味
』
の
創
刊
と
編
集
に

参
与
す
る
な
ど
、
様
々
な
活
動
を
開
始
し
た
。「
自
分
の
持
っ
て
い
る
小
説

力
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
殆
ん
ど
出
し
つ
く
し
た
」、「
作
家
と
し
て
の
最
良

の
時
期
で
あ
っ
た
」、「
小
説
家
と
し
て
真
剣
に
情
熱
を
傾
け
た
」
と
い
う
乱

歩
の
回
想
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
乱
歩
の
活
発
な
動
き
の
背
景
に
は
大
正
末
期
の
〈
大
衆
〉
や

〈
大
衆
文
学
〉
の
登
場
が
あ
っ
た
。『
新
青
年
』
の
よ
う
な
探
偵
小
説
の
色

彩
が
強
い
雑
誌
か
ら
、『
苦
楽
』
や
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
の
よ
う
な
大
衆
雑

誌
に
作
品
を
載
せ
始
め
た
こ
と
は
、〈
大
衆
〉
と
い
う
新
し
い
読
者
と
と
も

に
〈
大
衆
文
学
〉
が
登
場
す
る
時
代
の
動
き
と
連
動
し
て
、
乱
歩
が
作
家
と

し
て
の
転
換
期
を
迎
え
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。

乱
歩
は
こ
の
時
期
に
最
初
の
長
編
連
載
作
品
で
あ
る
「
湖
畔
亭
事
件
」、

「
闇
に
蠢
く
」、「
空
気
男
」
の
三
編
を
同
時
に
連
載
す
る
が
、『
苦
楽
』
に

「
人
間
椅
子
」
を
寄
せ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
編
集
者
の
川
口
松
太
郎

か
ら
長
編
連
載
を
注
文
さ
れ
、
大
正
一
五
年
一
月
号
か
ら
「
闇
に
蠢
く
」
と

題
し
て
長
編
連
載
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
乱
歩
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
小
説
で
、
私
は
何
か
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ド
ロ
オ
ド
ロ
し
き
も

の
を
書
こ
う
と
考
え
て
い
た
。
私
の
心
の
中
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、

純
探
偵
小
説
よ
り
も
、
そ
う
い
う
怪
奇
濃
艶
の
小
説
の
方
が
歓
迎
さ
れ

る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
の
二
三
の
短
篇
の
経
験
に
よ
っ
て
、
十
二
分
に

意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
私
の
場
合
は
、
決
し
て
つ

け
焼
刃
で
は
な
く
、
私
の
中
に
は
純
探
偵
趣
味
と
列
ん
で
、
本
来
そ
う

い
う
も
の
が
多
分
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
小
出
し
に
し
て
見
た
ら
大
い
に

歓
迎
さ
れ
た
の
で
、
い
く
ら
か
い
い
気
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ

（
２
）う。

こ
の
「
怪
奇
濃
艶
の
小
説
」
が
読
者
に
歓
迎
さ
れ
た
と
い
う
回
想
は
、
乱

歩
が
読
者
の
存
在
に
つ
い
て
十
分
に
意
識
し
て
い
た
証
拠
と
考
え
ら
れ
る
。

「
人
間
椅
子
」
が
読
者
投
票
で
第
一
席
に
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
長

編
連
載
の
注
文
を
う
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
読
者
が
創
作
に
参
与
す
る
部
分

が
非
常
に
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
読
者
の
感
想
や
読
者
投

票
の
よ
う
な
読
者
の
反
応
や
、
読
者
欄
の
活
性
化
に
よ
っ
て
、
作
家
に
読
者

と
い
う
存
在
を
意
識
さ
せ
る
状
況
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
乱
歩

が
、
大
衆
と
い
う
読
者
や
、
そ
の
大
衆
の
た
め
に
作
ら
れ
た
大
衆
雑
誌
を
意

識
し
た
結
果
が
、「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ド
ロ
オ
ド
ロ
し
」
い
「
怪
奇
濃
艶

の
小
説
」
を
目
指
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、「
湖
畔
亭
事
件
」
と
「
白
昼
鬼
語
」

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
正
一
四
、
五
年
の
二
年
間
は
、
そ
れ
ま
で
本

格
ミ
ス
テ
リ
ー
的
な
色
彩
が
強
か
っ
た
乱
歩
の
文
学
に
変
化
が
起
っ
た
時
期

で
あ
り
、大
衆
と
い
う
新
し
い
読
者
を
意
識
し
て
多
く
の
作
品
が
書
か
れ
た
。

そ
の
二
年
間
に
発
表
さ
れ
た
作
品
の
中
で
も
「
湖
畔
亭
事
件
」
は
、
前
節
の

乱
歩
の
回
想
の
中
の
、
彼
が
目
指
し
た
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ド
ロ
オ
ド
ロ

し
き
も
の
」、
そ
し
て
「
怪
奇
濃
艶
」
の
代
表
作
で
あ
り
、
そ
う
し
た
大
衆

志
向
性
を
象
徴
す
る
〈
覗
き
〉
を
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
利
用
し
た
、
大
衆
志
向

へ
の
転
換
を
象
徴
す
る
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。

一
方
、
乱
歩
が
も
っ
と
も
意
識
し
た
先
行
作
家
の
一
人
で
あ
る
谷
崎
潤
一
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郎
の
作
品
中
に
も
こ
の
「
湖
畔
亭
事
件
」
と
同
じ
く
覗
き
趣
向
が
採
用
さ
れ

て
い
る
「
白
昼
鬼
語
」（
大
正
七
年
）
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
二
つ
の
作
品

と
も
話
者
の
「
私
」
が
〈
覗
き
〉
を
通
じ
て
目
撃
し
た
「
殺
人
」
が
、
実
は

本
当
の
「
殺
人
」
で
は
な
く
、
他
の
人
物
た
ち
に
よ
る
芝
居
で
あ
っ
た
、
と

い
う
よ
う
な
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
完
全
に
そ
の
よ
う
に
決
着
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
疑
問
と
謎
を
残
し
な
が
ら
、
で
は
あ

る
が
。

「
湖
畔
亭
事
件
」
の
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
は
「
レ
ン
ズ
狂
」
と
い
う
異

常
な
性
癖
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
れ
が
発
展
し
て
「
隙
見
」
の
た
め
の
「
携

帯
覗
き
眼
鏡
」
を
日
ご
ろ
か
ら
愛
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
家
族
の
勧

め
で
滞
在
中
で
あ
っ
た
温
泉
宿
の
浴
場
に
応
用
し
、
自
分
の
部
屋
か
ら
脱
衣

所
が
覗
け
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
つ
く
り
、異
常
な
性
癖
を
満
足
さ
せ
て
い
た
。

あ
る
時
、
そ
の
「
私
の
鏡
の
世
界
」
の
な
か
で
、「
一
本
の
男
の
ら
し
い
手
」

に
握
ら
れ
た
短
刀
に
よ
っ
て
、「
白
い
女
の
体
が
、
背
中
か
ら
真
っ
赤
な
ド

ロ
ド
ロ
し
た
も
の
を
流
」
す
「
殺
人
」
を
目
撃
す
る
。

一
方
「
白
昼
鬼
語
」
で
は
、主
人
公
の
「
私
」
が
友
人
の
園
村
に
誘
わ
れ
、

殺
人
現
場
を
目
撃
す
る
こ
と
に
な
る
。
園
村
が
活
動
写
真
館
で
拾
っ
た
紙
切

れ
に
暗
号
で
殺
人
計
画
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
、
男
女
の
三
角

関
係
の
も
つ
れ
に
よ
る
殺
人
の
計
画
が
。
園
村
は
解
読
さ
れ
た
紙
切
れ
の
内

容
を
半
ば
以
上
信
じ
て
お
り
、「
私
」
の
ほ
う
は
半
信
半
疑
だ
っ
た
が
、
一

度
目
は
現
場
を
探
す
の
に
失
敗
し
た
も
の
の
、
さ
ら
に
解
読
し
て
、
そ
の
時

刻
に
そ
の
場
所
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
、
下
町
の
路
地
の

奥
の
小
さ
な
家
の
雨
戸
の
節
穴
か
ら
、
二
人
は
、
男
女
が
も
う
一
人
の
男
を

「
殺
人
」
す
る
の
を
覗
き
見
る
。
し
か
も
加
害
者
の
二
人
は
死
体
を
写
真
に

と
り
、
そ
れ
を
薬
液
で
溶
か
そ
う
と
す
る
。

こ
の
二
つ
の
「
殺
人
」
は
実
は
本
当
の
「
殺
人
」
で
は
な
く
、
他
の
人
物

た
ち
に
よ
る
芝
居
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
展
開
に
、
両
作
品
と
も
な
っ

て
い
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
完
全
に
そ
の
よ
う
に
決
着
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
疑
問
と
謎
を
残
し
な
が
ら
、
で
は
あ
る
が
。

こ
う
し
た
類
似
は
、
乱
歩
と
谷
崎
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
あ
り
う
る
こ
と

で
あ
り
、
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
工
異
曲
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ

う
に
、
両
作
は
似
て
も
い
る
け
れ
ど
も
、
違
っ
て
も
い
る
。
そ
し
て
そ
の
点

を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
二
人
の
、
作
家
と
し
て
の
「
同
工
異
曲
」
ぶ
り
に

も
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
の
「
同
工
異
曲
」
ぶ
り
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の

時
期
の
乱
歩
文
学
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
乱
歩
が
目
指
し
た
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ド

ロ
オ
ド
ロ
し
」
い
「
怪
奇
濃
艶
の
小
説
」
ぶ
り
を
、
同
工
異
曲
の
「
白
昼
鬼

語
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
。

三
、「
湖
畔
亭
事
件
」

大
正
一
五
年
一
月
か
ら
五
月
ま
で
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
に
連
載
さ
れ
た

「
湖
畔
亭
事
件
」
は
、
あ
る
片
山
里
の
「
湖
畔
亭
」
と
い
う
温
泉
宿
で
起
き

た
未
解
決
事
件
の
真
相
を
め
ぐ
る
話
者
の
「
私
」
の
打
ち
明
け
話
で
、
そ
の

冒
頭
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

読
者
諸
君
は
、
先
年
Ｈ
山
中
の
Ａ
湖
の
ほ
と
り
に
起
っ
た
、
世
に
も

不
思
議
な
殺
人
事
件
を
、
御
記
憶
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
片
山
里
の

出
来
事
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
都
の
諸
新
聞
に
も
報
道
せ
ら
れ
た
程
、
異
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様
な
事
件
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
新
聞
は
「
Ａ
湖
畔
の
怪
事
件
」
と
い

う
様
な
見
出
し
で
、
又
あ
る
新
聞
は
「
死
体
の
紛
失
云
々
」
と
い
う
好

奇
的
な
見
出
し
で
、
相
当
大
き
く
こ
の
事
件
を
書
き
立
て
ま
し
た
。

「
Ａ
湖
畔
の
怪
事
件
」
と
か
「
死
体
の
紛
失
云
々
」
と
報
道
さ
れ
た

「「
Ａ
湖
畔
の
怪
事
件
」
は
、
五
年
後
の
今
日
ま
で
、
遂
に
解
決
せ
ら
れ
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
犯
人
は
も
ち
ろ
ん
、
奇
怪
な
こ
と
に
は
、
被
害
者
さ
え

も
、
実
は
は
っ
き
り
と
は
分
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」。「
と
こ
ろ
が
こ

こ
に
、
広
い
世
界
に
た
っ
た
二
人
だ
け
、
あ
の
事
件
の
真
相
を
知
っ
て
い
る

者
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
一
人
は
、
か
く
い
う
私
自
身
な
の
で
あ

り
ま
す
」。
こ
う
し
て
、
五
年
経
っ
て
も
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
っ
た
も
の
が
、

五
年
の
沈
黙
を
破
っ
た
「
私
」
に
よ
っ
て
事
件
の
真
相
が
再
吟
味
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
話
は
前
述
の
よ
う
に
「
私
」
自
身
の
異
常
な
性
癖
や
不
思
議
な

道
楽
か
ら
、「
隙
見
」
の
た
め
の
「
携
帯
覗
き
眼
鏡
」
の
温
泉
宿
の
脱
衣
所

へ
の
設
置
、「
殺
人
」
の
目
撃
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
最
初
、
確
か
に
目
撃

し
た
「
殺
人
」
は
形
跡
が
な
く
「
私
の
病
的
な
錯
覚
」
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
た
が
、
や
が
て
血
痕
が
発
見
さ
れ
、
近
所
の
芸
者
の
長
吉
が
行
方
不
明
で

あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
く
る
。
死
体
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
が
、「
私
」
が

見
た
「
白
い
女
の
体
」、
即
ち
「
殺
人
」
の
被
害
者
は
長
吉
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
に
な
り
、「
私
」
は
洋
画
家
の
河
野
と
い
う
男
と
共
同
で
長
吉
殺

人
事
件
を
め
ぐ
る
謎
解
き
に
挑
戦
す
る
。
二
人
は
、
長
吉
が
行
方
不
明
に
な

る
直
前
ま
で
彼
女
と
一
緒
だ
っ
た
「
ト
ラ
ン
ク
の
男
た
ち
」、
つ
ま
り
松
永

た
ち
を
最
初
の
容
疑
者
と
し
て
名
指
す
。

私
の
見
た
彼
等
の
妙
な
そ
ぶ
り
と
い
い
、今
の
番
頭
の
言
葉
と
い
い
、

そ
し
て
、
長
吉
の
行
方
不
明
、
浴
場
の
血
痕
、
の
み
な
ら
ず
、
鏡
の
影

と
彼
等
の
出
立
と
の
不
思
議
な
時
間
の
一
致
。
ど
う
や
ら
そ
の
間
に
聯

結
が
あ
り
そ
う
な
気
が
す
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
私
」
と
河
野
は
、「
妙
な
そ
ぶ
り
」
や
「
彼
等
の
出
立
と
の
不
思
議
な

時
間
の
一
致
」
の
た
め
、
松
永
た
ち
を
犯
人
と
し
て
疑
う
が
、
う
ま
く
い
か

ず
、最
終
的
に
は
犯
人
は
風
呂
番
の
三
造
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

河
野
が
「
死
体
の
処
理
に
最
も
便
利
な
地
位
に
居
る
こ
と
、手
の
甲
の
煤
跡
、

血
の
つ
い
た
短
刀
、
数
々
の
贓
品
」
な
ど
を
証
拠
と
し
て
あ
げ
、
三
造
を
有

力
な
犯
人
と
し
て
疑
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
造
は
逃
げ
る
途
中
に

断
崖
か
ら
転
落
死
し
、
湖
畔
亭
事
件
は
一
応
解
決
す
る
。

こ
こ
ま
で
が
表
面
上
の
話
で
、
そ
れ
以
降
で
は
、「
Ａ
湖
畔
の
村
人
の
噂

話
」
や
「
Ｙ
町
の
警
察
署
の
記
録
」
に
も
残
っ
て
い
な
い
事
実
、
つ
ま
り
事

件
の
「
肝
要
な
部
分
」
が
暴
か
れ
て
い
く
。
事
件
が
一
段
落
し
た
後
、「
私
」

と
河
野
は
同
じ
方
向
に
向
か
う
一
緒
の
列
車
に
乗
り
、
湖
畔
の
町
か
ら
離
れ

る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
車
中
で
、
河
野
の
鞄
か
ら
「
何
万
円
と
も
知
れ
ぬ
莫
大

な
お
札
の
束
」
と
「
ガ
ラ
ス
製
の
注
射
器
」
が
転
が
り
落
ち
、
河
野
は
途
中

下
車
し
た
駅
前
の
宿
で
、「
私
」
に
真
相
を
告
白
す
る
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
私
」

が
目
撃
し
た
の
は
、
河
野
と
長
吉
が
演
じ
た
芝
居
で
あ
り
、「
私
」
に
「
激

情
的
な
美
し
い
光
景
」
を
見
せ
る
と
同
時
に
、
長
吉
を
芸
者
の
立
場
か
ら
解

放
す
る
の
が
目
的
だ
っ
た
。
注
射
器
は
血
痕
を
残
す
た
め
の
道
具
と
し
て
使

用
し
、
お
札
の
束
（
お
そ
ら
く
贋
造
紙
幣
）
は
森
の
中
に
松
永
が
隠
し
た
も

の
を
三
造
が
見
つ
け
、
横
取
り
し
た
が
、
三
造
が
事
故
死
し
た
た
め
、
今
度

は
河
野
が
横
取
り
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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河
野
は
こ
の
こ
と
を
「
私
」
に
打
ち
明
け
、
長
吉
と
の
再
出
発
を
見
守
っ

て
く
れ
る
よ
う
懇
願
す
る
。「
私
」
は
同
意
し
、
二
人
は
別
れ
た
が
、
そ
の

後
河
野
か
ら
の
手
紙
で
、長
吉
の
死
亡
と
河
野
の
海
外
へ
の
旅
立
ち
を
知
り
、

果
た
し
て
真
相
は
河
野
の
告
白
通
り
な
の
か
と
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で
、
話

は
終
わ
る
。

こ
の
作
品
の
仕
掛
け
と
し
て
は
、
や
は
り
覗
き
装
置
、
浴
場
、
脱
衣
所
、

裸
な
ど
が
目
に
つ
く
が
、冒
頭
の
読
者
へ
の
呼
び
か
け
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

読
者
を
意
識
し
た
、
読
者
サ
ー
ビ
ス
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
ミ

ス
テ
リ
ー
と
し
て
も
、
犯
人
や
犯
行
の
経
緯
が
二
転
三
転
す
る
な
ど
、
娯
楽

性
も
た
っ
ぷ
り
含
ま
れ
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
に
つ
い
て

は
、
あ
と
の
節
で
、
さ
ら
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

四
、「
白
昼
鬼
語
」

大
正
七
年
五
月
二
三
日
か
ら
七
月
一
一
日
ま
で
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
と

『
東
京
日
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「
白
昼
鬼
語
」
は
、
小
説
家
で
あ
る
話

者
の
「
私
」
に
、
自
ら
精
神
病
の
遺
伝
が
あ
る
と
称
し
て
い
る
園
村
か
ら
か

か
っ
て
き
た
電
話
か
ら
始
ま
る
。
内
容
は
、「
今
夜
の
夜
半
の
一
時
ご
ろ
に
、

東
京
の
或
る
町
で
或
る
犯
罪
が
、
…
…
人
殺
し
が
演
ぜ
ら
れ
る
」
か
ら
「
今

か
ら
支
度
を
し
て
、
君
と
一
緒
に
其
れ
を
見
に
行
か
う
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
精
神
病
者
の
園
村
が
「
遂
に
発
狂
し
た
の
で
あ
ら
う
」
と
と
っ
た

「
私
」
は
、「
狂
人
の
見
舞
ひ
に
行
く
」
つ
も
り
で
、「
友
人
と
し
て
の
徳
義

を
重
ん
じ
て
」
園
村
を
訪
ね
る
こ
と
に
す
る
。

実
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
園
村
は
「
私
」
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
い
や
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
、
や
は
り
彼
は
発
狂
し
て
、「
或
る
幻
想
を

事
実
と
信
じ
て
、
己
と
一
緒
に
其
れ
を
見
に
行
く
気
に
な
つ
て
居
る
」
だ
け

に
ち
が
い
な
い
、
と
か
考
え
な
が
ら
。
そ
し
て
そ
れ
が
発
端
に
な
り
、「
殺

人
事
件
」
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

園
村
の
説
で
は
犯
罪
の
場
所
は
向
島
の
は
ず
だ
っ
た
。
園
村
が
そ
う
推
測

す
る
の
は
、
一
昨
日
の
晩
、
浅
草
の
活
動
写
真
館
で
拾
っ
た
紙
切
れ
に
、
暗

号
で
殺
人
計
画
が
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
園
村
の
前
の
席
に
座
っ

た
三
人
の
男
女
の
う
ち
の
一
人
の
男
を
、
残
り
の
二
人
が
殺
そ
う
と
い
う
計

画
を
、
二
人
が
人
に
分
か
ら
な
い
よ
う
に
手
の
平
に
書
く
指
文
字
で
相
談
し

て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
計
画
の
時
間
と
場
所
が
、
女
が
男
に
手
渡

し
た
紙
切
れ
に
暗
号
で
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
園
村
が
そ
れ
を

知
っ
た
の
は
、
男
が
そ
の
紙
切
れ
を
園
村
の
前
に
捨
て
て
行
き
、
園
村
が
そ

れ
を
拾
っ
て
解
読
し
た
か
ら
だ
っ
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
日
時
は
今
日
の
深
夜
、
場
所
は
向
島
で
、
う
ろ
こ
形
の
目

印
の
つ
い
た
家
で
、
と
い
う
の
だ
っ
た
。
園
村
は
解
読
さ
れ
た
紙
切
れ
の
内

容
を
半
ば
以
上
信
じ
て
お
り
、「
私
」
の
ほ
う
は
半
信
半
疑
だ
っ
た
が
、
結

局
夜
の
六
時
か
ら
八
時
く
ら
い
ま
で
探
し
て
も
目
印
は
見
つ
か
ら
ず
、
二
人

は
帰
宅
す
る
。「
僕
が
い
か
に
神
経
衰
弱
に
か
ゝ
つ
て
居
た
つ
て
」
間
違
う

は
ず
が
な
い
と
園
村
は
言
い
、「
私
」
は
な
ぜ
「
未
だ
に
妄
想
を
捨
て
ゝ
し

ま
は
な
い
の
」
か
と
思
い
な
が
ら
。

こ
う
し
て
一
度
目
は
現
場
を
探
す
の
に
失
敗
し
た
も
の
の
、
園
村
は
再
考

し
、
さ
ら
に
解
読
し
て
、
深
夜
に
今
度
は
水
天
宮
の
近
所
に
「
私
」
を
誘
い

だ
す
。
今
度
は
見
事
に
目
印
を
見
つ
け
、
そ
の
時
刻
に
そ
の
場
所
に
駆
け
つ

け
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
、
下
町
の
路
地
の
奥
の
小
さ
な
家
の
雨
戸
の

節
穴
か
ら
、
二
人
は
男
女
が
も
う
一
人
の
男
を
「
殺
人
」
す
る
の
を
覗
き
見

る
。
節
穴
か
ら
最
初
に
見
え
た
の
は
、「
真
白
な
柱
の
や
う
」
な
女
の
う
な

― 104 ―



じ
で
、
つ
づ
い
て
、
写
真
の
機
械
、
大
き
な
金
盥
、
そ
し
て
女
の
膝
の
上
の

太
っ
た
男
の
死
体
が
、
見
え
て
く
る
。

何
よ
り
も
二
人
が
注
目
し
た
の
は
、
女
の
「
妖
艶
な
風
情
」
で
あ
り
そ
の

美
し
さ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
二
人
の
行
為
は
残
忍
極
ま
る
も
の
で
、
加
害
者

の
二
人
は
首
を
絞
め
て
殺
し
た
男
の
死
体
を
写
真
に
と
り
、
そ
れ
を
金
盥
で

薬
液
に
溶
か
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

「
サ
ロ
メ
」
の
よ
う
な
女
の
美
し
さ
や
恐
ろ
し
さ
と
そ
の
残
虐
な
行
為
に

二
人
は
驚
く
が
、
園
村
は
女
の
犯
罪
が
常
習
的
で
あ
る
と
推
測
し
つ
つ
、「
病

的
な
美
し
さ
」
を
も
つ
「
非
常
な
美
人
」
で
あ
る
女
（
纓
子
）
と
「
近
附
き

に
な
り
た
い
」
と
言
い
出
す
。
一
週
間
後
、
園
村
は
「
恐
る
べ
き
殺
人
鬼
」

で
あ
る
と
同
時
に
「
美
し
い
魔
女
」
で
あ
る
女
と
す
で
に
知
り
合
い
に
な
っ

て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
一
ヶ
月
後
に
は
、
共
犯
の
角
刈
り
の
男
も
書
生
と
し

て
住
み
込
ん
で
い
る
が
、「
私
」
は
そ
れ
に
危
険
を
感
じ
園
村
に
忠
告
す
る
。

し
か
し
、
園
村
は
「
私
」
の
忠
告
を
聞
か
ず
、
二
人
は
絶
交
す
る
。
数
か
月

た
っ
た
九
月
上
旬
、「
私
」
の
も
と
に
園
村
の
「
遺
書
」
が
届
く
。
自
分
が

殺
害
さ
れ
る
シ
ー
ン
を
あ
の
時
の
よ
う
に
覗
き
に
来
い
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
そ
し
て
「
私
」
は
「
何
処
ま
で
も
彼
の
唯
一
の
友
人
と
し
て
の
義
務
を

尽
し
」、
彼
の
望
み
通
り
の
行
動
を
と
る
。
と
こ
ろ
が
二
日
後
、
園
村
の
死

体
写
真
が
届
き
、
そ
の
裏
に
は
、
園
村
の
遺
言
と
し
て
、
金
子
を
園
村
宅
ま

で
受
け
取
り
に
来
る
よ
う
に
、
と
あ
っ
た
。

し
か
し
、殺
さ
れ
た
と
思
わ
れ
た
と
園
村
は
生
き
て
「
私
」
を
迎
え
、「
私
」

は
園
村
に
「
擔
が
れ
た
」
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
纓
子
は
単
な
る

「
物
好
き
な
不
良
少
女
」
で
、
園
村
と
「
私
」
が
目
撃
し
た
「
殺
人
」
も
園

村
を
「
擔
」
ぐ
た
め
で
あ
り
、
で
も
、
園
村
は
、「
纓
子
さ
へ
承
知
し
て
く

れ
ゝ
ば
、
僕
は
い
つ
で
も
本
当
に
死
ん
で
見
せ
る
」
と
「
私
」
に
言
い
、
そ

の
「
願
望
」
や
「
何
か
彼
に
独
得
な
異
常
な
、
性
欲
の
衝
動
」
を
「
私
」
が

感
じ
て
、
話
は
終
わ
る
。

こ
の
話
の
特
徴
と
し
て
、
確
か
に
覗
き
の
趣
向
は
あ
る
も
の
の
、
よ
り
強

調
さ
れ
て
い
る
の
は
、女
の
「
妖
艶
な
風
情
」
で
あ
り
そ
の
美
し
さ
で
あ
り
、

ま
た
女
が
「
病
的
な
美
し
さ
」
を
も
つ
「
非
常
な
美
人
」
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
園
村
に
「
纓
子
さ
へ
承
知
し
て
く
れ
ゝ
ば
、
僕
は
い
つ
で
も
本

当
に
死
ん
で
見
せ
る
」
と
言
わ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
何
が
本
当
で
何
が
嘘
か
、
は
た
し
て
彼

や
自
分
は
精
神
病
者
か
狂
人
か
、
ま
た
、
見
た
の
は
妄
想
か
幻
覚
か
真
実
か
、

と
い
っ
た
シ
リ
ア
ス
な
問
い
が
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
題
の
「
鬼
語
」
は
「
綺
語
」
で
も
あ
り
、
真
実
に
背
く
、
巧
み
に
美
化

す
る
、
な
ど
の
意
味
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
真
実
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

伊
藤
整
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
の
、
同
作
品
が
収
め
ら
れ
た
巻
で
の
解

説
で
、
こ
の
巻
の
所
収
作
は
「
悪
と
い
う
問
題
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

研
究
し
、
論
じ
、
描
い（
３
）て」
い
る
と
し
て
お
り
、「
抽
象
的
な
問
題
」、「
抽

象
的
な
思
索
」
が
、
日
常
性
・
具
体
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
追
求

さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

読
者
の
目
に
は
、
本
巻
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
れ
等
の
作
品
は
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
全
部
が
、
小
説
と
し
て
の
形
式
や
構
成
に
お
い
て
は
、
色
々

な
欠
点
が
あ
り
、そ
の
た
め
に
作
品
と
し
て
は
、同
期
に
書
か
れ
た
「
母

を
恋
ふ
る
記
」
や
「
或
る
少
年
の
怯
れ
」
に
較
べ
て
不
完
全
な
も
の
に

見
え
る
だ
ろ
う
。
常
に
作
品
の
芸
術
的
な
仕
上
げ
に
留
意
し
、
ま
た
そ

う
い
う
点
に
つ
い
て
の
技
術
的
な
自
信
を
失
う
こ
と
の
な
い
筈
の
こ
の
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作
家
と
し
て
は
意
外
な
ほ
ど
、
こ
れ
等
の
作
品
は
具
体
性
に
欠
け
た
よ

う
な
形
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
多
分
作
者
の
特
殊
な
態
度
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
即

ち
形
式
は
不
完
全
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
ん
な
こ
と
に
構
っ
て
い
ら
れ
な

い
。
と
に
か
く
自
分
が
考
え
た
抽
象
的
な
問
題
の
核
心
が
明
確
に
捕
捉

さ
れ
る
よ
う
に
、
急
所
を
生
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

作
品
を
小
説
ら
し
い
も
の
に
し
て
、
具
体
性
を
多
く
与
え
る
と
、
こ
れ

等
の
抽
象
的
な
思
索
は
お
ぼ
ろ
に
な
り
、
曖
昧
に
な
っ
て
実
体
を
失
う

危
険
が
あ
る
。
問
題
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、
か
え
っ
て
作
為

的
な
筋
や
構
成
を
利
用
し
て
、
具
体
的
な
印
象
が
呼
び
起
こ
す
と
こ
ろ

の
日
常
性
か
ら
中
心
的
な
問
題
を
切
り
離
す
べ
き
だ
。
多
分
そ
う
い
う

作
者
の
配
慮
が
、
こ
れ
等
一
連
の
作
品
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ（
４
）う。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
巻
の
所
収
作
は
〈
抽
象
的
な
問

題
・
思
索
〉
が
、
日
常
性
・
具
体
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
追
求
さ

れ
て
い
て
、「
白
昼
鬼
語
」
も
そ
う
し
た
シ
リ
ア
ス
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
。

五
、
覗
き
を
め
ぐ
っ
て

〈
覗
き
〉
は
、
二
つ
の
作
品
と
も
話
者
の
「
私
」
が
意
図
せ
ず
「
殺
人
事

件
」
に
巻
き
込
ま
れ
る
き
っ
か
け
に
な
る
が
、
そ
の
違
い
は
は
っ
き
り
し
て

い
る
。「
白
昼
鬼
語
」
で
は
〈
覗
き
〉
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な（
５
）い。
大
事

な
の
は
、
女
性
美
の
追
求
で
あ
り
、
そ
れ
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
男
の
姿
で
、

〈
覗
き
〉
は
そ
れ
を
極
大
化
す
る
だ
け
で
あ
る
。
最
初
に
見
え
た
の
は
前
述

の
よ
う
に
、「
真
白
な
柱
の
よ
う
な
」
女
の
う
な
じ
で
、
節
穴
と
女
の
位
置

が
あ
ま
り
に
近
い
の
で
、
香
水
の
匂
い
や
髪
の
一
本
一
本
も
手
に
取
る
よ
う

で
あ
っ
た
。

（
前
略
）
其
の
撫
で
肩
の
な
よ
な
よ
と
し
た
優
し
い
曲
線
と
云
ひ
、
首

人
形
の
首
の
や
う
に
ほ
つ
そ
り
と
衣
紋
か
ら
抜
け
で
ゝ
居
る
襟
足
と
云

ひ
、
耳
朶
の
裏
側
か
ら
生
え
際
を
縫
う
て
背
中
へ
続
い
て
行
く
な
ま
め

か
し
い
筋
肉
と
云
ひ
、
単
に
後
姿
だ
け
で
も
、
彼
女
が
驚
く
べ
き
艶
冶

な
嬌
態
を
備
へ
た
婦
人
で
あ
る
事
は
、
推
量
す
る
に
難
く
な
か
つ
た
。

こ
ん
な
意
外
な
場
所
で
、こ
ん
な
美
し
い
女
の
姿
に
会
つ
た
ゞ
け
で
も
、

此
の
節
穴
を
覗
い
た
事
は
徒
労
で
な
か
つ
た
と
私
は
思
つ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
〈
覗
き
〉
は
、
園
村
の
誘
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、「
節
穴
を
覗
い
た
事
は
徒
労
で
な
か
つ
た
」
と
思
う
く
ら
い
そ
の
美

し
さ
に
惑
っ
て
い
る
。
園
村
の
場
合
も
、「
纓
子
さ
へ
承
知
し
て
く
れ
ゝ
ば
、

僕
は
い
つ
で
も
本
当
に
死
ん
で
見
せ
る
」
と
い
う
く
ら
い
に
、
い
っ
そ
う
深

く
そ
の
女
性
美
に
感
動
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
湖
畔
亭
事
件
」
の
〈
覗
き
〉
は
、「
白
昼
鬼
語
」
と
は

ち
が
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
掛
け
が
大
衆
迎
合
的
で
あ（
６
）る。「
隙
見
」
の
た

め
の
「
携
帯
覗
き
眼
鏡
」
の
考
案
も
そ
う
だ
が
、「
私
」
が
そ
れ
で
見
る
の

は
、「
そ
の
隙
見
を
す
る
対
象
が
、
お
話
す
る
の
も
は
ず
か
し
い
よ
う
な
変

て
こ
な
、
い
ま
わ
し
い
物
ば
か
り
」、「
多
く
は
こ
こ
に
い
う
を
は
ば
か
る
種

類
の
事
柄
」、「
も
っ
と
露
骨
な
様
々
の
光
景
」
の
も
の
で
あ
り
、
女
性
の
肉

体
や
性
的
な
事
柄
に
集
中
し
て
い
る
。

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
作
品
の
中
心
と
な
る
事
件
で
も
、「
隙
見
」
の
た

― 106 ―



め
の
「
携
帯
覗
き
眼
鏡
」
を
、
温
泉
宿
の
脱
衣
所
に
設
置
し
て
、
そ
の
光
景

を
部
屋
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
見
た
の
は
、「
周
囲
に

誰
も
い
な
い
時
の
、
鏡
の
前
の
裸
女
」、「
十
人
に
近
い
宿
の
女
中
達
の
入
浴

姿
」、「
東
京
の
富
裕
階
級
に
属
す
る
ら
し
い
、
女
づ
れ
の
一
家
族
の
一
人
で
、

十
八
位
に
見
え
る
、
非
常
に
け
ば
け
ば
し
い
身
な
り
を
し
た
娘
」
の
「
西
洋

人
の
様
に
豊
か
な
肉
体
」、「
桜
の
花
弁
の
様
に
微
妙
な
肌
の
色
」
な
ど
で

あ
っ
た
。

も
と
も
と
作
中
の
〈
覗
き
〉
と
い
う
行
為
は
、
本
の
読
者
や
映
画
の
観
客

が
、
そ
の
好
奇
心
ゆ
え
に
〈
覗
き
〉
を
行
う
人
物
に
一
体
化
す
る
も
の
で
、

読
者
を
引
き
込
む
効
果
が
強
い
。
し
か
も
そ
の
対
象
が
前
述
の
よ
う
な
性
的

な
も
の
で
あ
る
と
、
大
衆
迎
合
性
は
い
っ
そ
う
強
ま
る
。

こ
の
よ
う
な
面
は
、「
白
昼
鬼
語
」
の
〈
覗
き
〉
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
乱
歩
作
品
と
比
べ
て
も
、
ず
っ
と
大
衆
迎
合
的

だ
と
言
え
る
。〈
覗
き
〉
を
利
用
し
た
乱
歩
の
有
名
な
作
品
と
言
え
ば
、
直

前
で
は
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」（
大
正
一
四
年
）、
後
で
は
「
押
絵
と
旅
す
る

男
」（
昭
和
四
年
）
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
、
性
的
な
要
素
は
そ
れ
ほ
ど
な

い
し
、
大
衆
迎
合
的
で
も
な
い
。
両
作
品
と
も
、『
新
青
年
』
の
た
め
の
本

格
ミ
ス
テ
リ
ー
で
あ
り
、
乱
歩
が
書
き
分
け
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

大
衆
化
路
線
へ
の
転
換
で
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ド
ロ
オ
ド
ロ
し
」
い

「
怪
奇
濃
艶
の
小
説
」
を
目
指
し
た
結
果
、『
新
青
年
』
向
け
の
「
屋
根
裏

の
散
歩
者
」
や
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
と
も
違
い
、
ま
た
尊
敬
す
る
谷
崎
の

「
白
昼
鬼
語
」
と
も
違
う
、「
湖
畔
亭
事
件
」
の
よ
う
な
大
衆
志
向
的
な
〈
覗

き
〉
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

六
、
狂
気
や
夢
現
を
め
ぐ
っ
て

「
白
昼
鬼
語
」
に
は
女
体
美
の
賛
美
と
い
う
、
い
か
に
も
谷
崎
文
学
的
な

特
徴
も
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
伊
藤
整
の
言
う
〈
抽
象
的
な
問
題
・
思

索
〉
が
日
常
性
・
具
体
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
追
求
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
側
面
も
あ
る
。
そ
れ
が
精
神
病
・
狂
気
・
発
狂
・
狂
人
と
い
う
テ
ー

マ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
、
何
が
本
当
で
何
が
嘘（
７
）か、
見
た
の
は
妄
想
か
幻

覚
か
真
実
か
、
と
い
っ
た
シ
リ
ア
ス
な
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。

「
精
神
病
の
遺
伝
が
あ
る
と
自
ら
称
し
て
居
る
園
村
が
」
と
い
う
書
き
出

し
で
、「
白
昼
鬼
語
」
は
始
ま
る
。
六
月
と
い
う
「
精
神
病
の
患
者
が
最
も

多
く
発
生
す
る
と
云
ふ
今
の
季
節
―
此
の
鬱
陶
し
い
、
六
月
の
青
葉
の
蒸
し

蒸
し
し
た
陽
気
が
、き
つ
と
彼
の
脳
髄
に
異
状
を
起
さ
せ
た
の
に
相
違
な
い
」

と
信
じ
て
し
ま
っ
た
「
私
」
は
、
あ
の
暗
号
話
を
聞
く
う
ち
に
「
い
よ
〳
〵

彼
の
精
神
状
態
を
疑
ひ
出
」
す
が
、
い
っ
ぽ
う
で
は
、「
殺
人
」
を
見
せ
て

や
る
と
誘
い
出
し
て
「
私
」
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思

う
。
し
か
し
、「
こ
ん
な
下
ら
な
い
空
想
に
悩
ま
さ
れ
る
や
う
で
は
、
事
に

依
る
と
己
も
も
う
、
気
が
違
つ
て
居
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
も
思
い
始

め
る
。

こ
の
よ
う
に
狂
気
と
正
気
の
境
界
の
あ
い
ま
い
さ
が
、「
白
昼
鬼
語
」
の

テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
こ
の
作
品
の
最
後
ま
で
続
く
問
題

で
あ
る
。
園
村
は
ど
こ
ま
で
正
気
な
の
か
狂
気
な
の
か
、
そ
ん
な
彼
を
ど
こ

ま
で
信
頼
で
き
る
か
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
園
村
だ
け
に
該
当
す
る
こ

と
で
は
な
い
。「
私
」
は
「
私
」
自
身
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
も
以
下
の
よ

う
に
憂
慮
し
て
い
る
。
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狂
人
の
見
舞
ひ
に
行
く
。
そ
れ
は
園
村
の
唯
一
の
友
人
た
る
私
の
義
務

だ
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
実
際
あ
ま
り
い
ゝ
気
持
ち
の
も
の
で
は
な
か
つ

た
。
第
一
、
私
に
し
た
つ
て
彼
を
見
舞
ひ
に
行
く
資
格
が
あ
る
ほ
ど
、

そ
れ
ほ
ど
精
神
の
健
全
な
人
間
で
は
な
い
。
私
も
彼
の
親
友
た
る
に
背

か
ず
、
毎
年
此
の
頃
の
新
緑
の
時
候
に
な
る
と
、
可
な
り
手
ひ
ど
い
神

経
衰
弱
に
罹
る
の
が
例
で
あ
る
。
さ
う
し
て
今
年
も
、
既
に
幾
分
か
罹

つ
て
居
る
ら
し
い
徴
候
さ
へ
見
え
て
居
る
。
此
の
上
狂
人
の
見
舞
ひ
に

な
ん
ぞ
出
か
け
て
行
つ
た
ら
、
い
つ
何
時
、
病
気
が
此
方
へ
乗
り
移
つ

て
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
ら
ぬ
と
も
限
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
園
村
の
唯
一
の
友
人
で
あ
る
「
私
」
に
も
同
じ
く
正
気
と
狂
気

の
問
題
が
あ
て
は
ま
る
。
作
品
の
後
半
、「
唯
一
の
友
人
と
し
て
の
義
務
」

か
ら
園
村
の
遺
書
通
り
、
園
村
が
殺
害
さ
れ
る
現
場
を
こ
の
前
の
よ
う
に
覗

き
に
行
く
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
正
気
の
人
に
出
来
る
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
狂
気
・
正
気
の
問
題
と
密
接
に
関
係
す
る
の
が
、
何
が
妄
想

で
、
何
が
幻
覚
で
、
何
が
真
実
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
狂
人
が
見
る

の
が
妄
想
で
、
正
気
の
人
が
見
る
の
が
真
実
な
の
か
。
逆
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。ま
た
、最
後
の
園
村
に
よ
る
種
明
か
し
は
、ほ
ん
と
う
に
す
べ
て
「
擔

が
れ
た
」
だ
け
だ
っ
た
の
か
。
最
初
の
「
殺
人
」
は
真
実
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
あ
る
い
は
そ
の
前
の
松
村
子
爵
事
件
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

こ
う
し
て
、
狂
気
・
正
気
問
題
と
、
妄
想
・
真
実
問
題
は
密
接
に
関
係
し

て
、「
白
昼
鬼
語
」
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
藤
整

の
言
う
〈
抽
象
的
な
問
題
・
思
索
〉
だ
が
、
伊
藤
整
は
「
白
昼
鬼
語
」
に
つ

い
て
、「
新
聞
小
説
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
な
面
白
さ
を
十
分
に
持
っ
て
い

る
だ
け
に
、
思
索
的
な
問
題
が
ぼ
か
さ
れ
た
趣
が
あ（
８
）る」
と
言
っ
て
い
る
。

〈
覗
き
〉
の
大
衆
迎
合
性
に
や
や
流
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
。

こ
の
反
対
が
、「
湖
畔
亭
事
件
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
大
衆
迎
合
的
な

面
だ
け
で
な
く
、「
白
昼
鬼
語
」
の
よ
う
な
〈
抽
象
的
な
問
題
・
思
索
〉
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
レ
ン
ズ
狂
」
を
述
べ
た
部
分
に
あ
る
「
甘
美
な
夢

の
世
界
」
と
「
い
ま
わ
し
い
現
実
界
」
の
対
比
で
あ
り
、「
悪
夢
」
や
「
別

世
界
」
と
い
っ
た
言
葉
も
あ
る
。

す
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
又
、
私
は
先
ほ
ど
の
幻
に
つ
い
て
考
え
ふ

け
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
れ
が
幻
で
あ
っ
た
と
極
め
て
し
ま
う
の
は
、
と

り
も
直
さ
ず
、私
の
頭
が
狂
っ
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
様
な
も
の
で
、

余
り
に
恐
し
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
、
段
々
冷
静
に
考
え
れ
ば
考
え
る

ほ
ど
、
私
の
頭
が
、
或
る
眼
が
、
そ
れ
ほ
ど
狂
っ
て
い
よ
う
と
は
思
わ

れ
ま
せ
ん
。「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
誰
か
の
い
た
ず
ら
で
は
な
い
か
し
ら
」

愚
に
も
、
私
は
そ
ん
な
こ
と
ま
で
想
像
し
て
見
る
の
で
し
た
。

し
か
も
、
こ
の
引
用
の
よ
う
に
、
目
撃
し
た
は
ず
の
「
殺
人
」
が
芝
居
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
展
開
に
は
、「
白
昼
鬼
語
」
と
同
じ
、
何
が

妄
想
で
、
何
が
幻
覚
で
、
何
が
真
実
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
る
と
も
言
え

る
。
ま
た
主
人
公
に
関
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
「
レ
ン
ズ
狂
」、「
不
思
議
な
道

楽
」、「
異
常
な
性
癖
」、「
い
ま
わ
し
い
病
癖
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
正
気
・

狂
気
問
題
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
、「
湖
畔
亭
事
件
」
の

中
心
は
そ
こ
へ
は
行
か
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ド
ロ
オ

ド
ロ
し
」
い
「
怪
奇
濃
艶
の
小
説
」
が
中
心
で
あ
り
、
大
衆
志
向
的
な
〈
覗

き
〉
で
大
衆
の
支
持
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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七
、「
湖
畔
亭
事
件
」
の
大
衆
志
向
性
に
つ
い
て

前
節
ま
で
で
「
湖
畔
亭
事
件
」
の
大
衆
志
向
性
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
指

摘
し
て
き
た
。
興
味
深
い
覗
き
の
仕
掛
け
、
誰
も
が
興
味
を
引
か
れ
る
浴
場

や
脱
衣
所
と
い
う
設
定
、
な
ど
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
に
も
、「
湖
畔
亭
事
件
」
に
は
大
衆
志
向
性
を
感
じ
さ
せ
る
個

所
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
た
と
え
ば
読
者
へ
の
語
り
か
け
が
そ
の
一
例
で
、
作

品
の
冒
頭
か
ら
そ
れ
は
登
場
す
る
。「
読
者
諸
君
は
先
年
Ｈ
山
中
の
Ａ
湖
の

ほ
と
り
に
起
っ
た
、
世
に
も
不
思
議
な
殺
人
事
件
を
、
御
記
憶
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」。
ま
た
、「
注
意
深
い
読
者
諸
君
は
御
承
知
か
も
」
と
か
「
読
者

諸
君
は
私
を
お
責
め
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
な
ど
と
読
者
に
親
近
感
を

感
じ
さ
せ
る
語
り
か
け
が
い
く
つ
も
あ
る
。「
ま
ず
私
の
打
開
け
話
し
を
、

終
わ
り
ま
で
御
聞
き
取
り
下
さ
い
」
な
ど
と
い
う
の
も
同
種
で
あ
る
。

お
ま
け
の
よ
う
な
脱
線
話
も
読
者
サ
ー
ビ
ス
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。「
さ
て

本
題
に
入
る
に
先
だ
っ
て
、
私
は
一
応
、
私
自
身
の
世
の
常
な
ら
ぬ
性
癖
に

つ
い
て
、
又
私
自
身
「
レ
ン
ズ
狂
」
と
呼
ん
で
い
る
所
の
、
一
つ
の
道
楽
に

つ
い
て
、
お
話
し
て
置
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
語
り
、「
隙
見
」
の
た
め

の
「
携
帯
覗
き
眼
鏡
」
を
考
案
す
る
ま
で
と
、
そ
れ
を
旅
館
、
茶
屋
、
料
理

屋
か
ら
女
中
の
部
屋
な
ど
で
実
験
し
、「
秘
密
観
察
」
と
い
う
「
覗
き
眼
鏡
」

の
成
功
体
験
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
で
あ
る
。
実
際
の
話

が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、
見
え
た
の
は
白
い
女
の
背
中
だ
け
で
あ
り
、
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
女
体
の
描
写
は
、
こ
の
お
ま
け
部
分
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
お
ま
け
部
分
が
な
い
と
、
大
衆
迎
合
的
な
読
者
サ
ー
ビ
ス
は
か
な
り
少
な

く
な
る
。

ミ
ス
テ
リ
ー
と
し
て
の
面
白
さ
も
、大
事
な
大
衆
志
向
性
の
一
部
で
あ
る
。

「
白
昼
鬼
語
」
の
場
合
は
、
最
後
に
園
村
か
ら
種
明
か
し
さ
れ
て
、
そ
れ
ま

で
の
女
た
ち
に
よ
る
「
殺
人
」
や
園
村
殺
し
は
芝
居
で
あ
る
と
わ
か
る
が
、

「
湖
畔
亭
事
件
」
の
場
合
は
も
っ
と
複
雑
で
、も
っ
と
大
衆
迎
合
的
で
あ
る
。

列
車
の
中
で
、
実
は
あ
の
「
殺
人
」
は
園
村
と
長
吉
に
よ
る
芝
居
で
あ
っ
た

と
告
白
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
部
分
で
は
、
転
落
死
し
た
風
呂
番
の
三
造

が
犯
人
で
あ
り
、
長
吉
の
死
体
は
焼
却
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
最
初
は
、「
殺
人
」
が
あ
っ
た
夜
に
あ

わ
て
て
出
発
し
た
松
永
が
怪
し
ま
れ
、
持
っ
て
い
た
ト
ラ
ン
ク
に
切
断
さ
れ

た
長
吉
の
死
体
を
詰
め
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
仮
説
も
あ
っ
た
。

ほ
か
に
も
、
宿
屋
の
主
人
、
長
吉
を
好
き
だ
っ
た
「
山
持
ち
の
息
子
」
の
松

村
、
さ
ら
に
は
共
同
捜
査
者
の
河
野
な
ど
、
犯
人
候
補
が
た
く
さ
ん
い
た
。

そ
の
推
理
を
楽
し
む
な
か
で
三
造
が
犯
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に

そ
れ
が
列
車
の
中
で
ひ
っ
く
り
か
え
さ
れ
、
そ
し
て
河
野
と
別
れ
て
五
年

た
っ
た
今
、「
私
」
は
も
う
一
度
河
野
を
疑
い
始
め
て
い
る
と
い
う
複
雑
さ

で
あ
る
。
ミ
ス
テ
リ
ー
と
し
て
も
小
説
「
湖
畔
亭
事
件
」
は
、
十
分
な
大
衆

志
向
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
、
ま
と
め

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
社
会
全
般
の
大
衆
化
と
作
家
と
し

て
の
大
衆
化
に
向
け
て
の
転
換
と
が
絶
妙
に
か
み
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
乱

歩
は
「
真
剣
」
と
「
情
熱
」
の
二
年
間
と
呼
べ
る
時
期
を
迎
え
る
に
至
る
。

大
衆
と
い
う
膨
大
な
読
者
を
前
に
し
た
出
版
界
の
変
化
は
、
乱
歩
に
と
っ
て

も
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
乱
歩
は
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
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や
す
い
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ド
ロ
オ
ド
ロ
し
」
い
「
怪
奇
濃
艶
の
小
説
」

を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
実
際
、『
新
青
年
』
で
発
表
し
て
き
た
本
格
ミ
ス

テ
リ
ー
系
の
作
品
か
ら
、
大
衆
雑
誌
な
ど
で
作
品
の
発
表
領
域
を
広
げ
、
通

俗
ミ
ス
テ
リ
ー
へ
の
転
換
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
代
表
例
と

し
て
、『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
に
連
載
さ
れ
た
「
湖
畔
亭
事
件
」
の
大
衆
志
向

性
を
「
白
昼
鬼
語
」
と
比
較
し
、
様
々
な
角
度
か
ら
見
て
き
た
。

特
に
乱
歩
が
敬
愛
し
た
谷
崎
の
作
で
、〈
覗
き
〉
と
い
う
「
同
工
異
曲
」

性
を
も
つ
「
白
昼
鬼
語
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
試
み
た
。
そ
の
結

果
、〈
覗
き
〉
と
い
う
大
衆
志
向
性
を
も
ち
、
伊
藤
整
も
新
聞
小
説
な
の
で

「
ぼ
か
さ
れ
た
」
と
言
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
正
気
・
狂
気
問
題
と
、
そ
れ

と
つ
な
が
る
、
何
が
妄
想
で
、
何
が
幻
覚
で
、
何
が
真
実
か
、
と
い
う
シ
リ

ア
ス
な
問
題
に
取
り
組
ん
だ
「
白
昼
鬼
語
」
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

一
方
、
こ
の
「
白
昼
鬼
語
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
、「
白
昼
鬼
語
」
的
な

夢
と
現
実
と
い
う
テ
ー
マ
が
「
湖
畔
亭
事
件
」
に
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た

が
、
そ
れ
は
部
分
的
で
、
全
体
的
な
傾
向
で
は
な
か
っ
た
。「
湖
畔
亭
事
件
」

の
全
体
的
な
傾
向
は
、
や
は
り
読
者
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
ミ
ス
テ
リ
ー
の
面

白
さ
で
あ
り
、
そ
し
て
最
大
の
も
の
は
、〈
覗
き
〉
を
使
っ
た
読
者
の
性
的

興
味
や
関
心
へ
の
迎
合
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
湖
畔
亭
事
件
」
の
特
徴
を
み
る
と
、
乱
歩
は
こ
の
作
品
に

よ
っ
て
、
大
衆
小
説
路
線
へ
の
転
換
に
自
信
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
あ
と
、
昭
和
四
年
か
ら
は
乱
歩
の
第
二
期
＝
通
俗
ミ
ス
テ
リ

ー
の
時（
９
）代が
本
格
的
に
始
ま
る
。そ
こ
に
向
け
て
の
準
備
と
し
て
、こ
の
「
真

剣
」
と
「
情
熱
」
の
「
二
年
間
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
代
表
作

と
し
て
の
「
湖
畔
亭
事
件
」
の
価
値
も
、再
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
江
戸
川
乱
歩
「
専
業
作
家
と
な
る
【
大
正
十
四
年
度
】」『
探
偵
小
説

四
十
年
（
上
）』
光
文
社
、
二
〇
〇
六
年
一
月

（
２
）
江
戸
川
乱
歩

「
三
つ
の
連
載
長
篇
」
同
前

（
３
）
伊
藤
整
「「
谷
崎
潤
一
郎
全
集
」
解
説
」『
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
』
中

央
公
論
、
一
九
七
〇
年
七
月

（
４
）
注
（
３
）
に
同
じ

（
５
）
「
白
昼
鬼
語
」
に
つ
い
て
中
島
河
太
郎
は
、「
谷
崎
潤
一
郎
の
犯
罪

小
説
（
続
）」（『
宝
石
』
昭
和
三
十
八
年
二
月
、
宝
石
社
）
に
お
い
て

「
谷
崎
の
こ
の
種
の
作
品
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
探
偵
小
説
風
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
暗
号
解
読
に
は
じ
ま
っ
て
、
殺
人
現
場
の
窃
視
、
溶
解
に

よ
る
死
体
処
理
、
さ
ら
に
最
後
に
明
か
さ
れ
る
意
外
な
真
相
と
い
い
、

探
偵
小
説
的
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
が
、
こ
こ
で
重
要

な
こ
と
は
そ
の
〈
探
偵
的
な
構
成
〉
よ
り
、〈
女
性
美
〉
や
伊
藤
整
が

指
摘
す
る
〈
抽
象
的
問
題
〉
の
ほ
う
で
あ
る
。

（
６
）
中
島
河
太
郎
は
、『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
一
一
巻
』
の
「
解
説
」

（
昭
和
三
〇
年
六
月
、
春
陽
堂
）
に
お
い
て
「「
覗
き
」
の
興
味
と
い

う
心
理
の
弱
点
を
的
確
に
掴
ん
だ
上
に
、
殺
人
と
組
合
わ
さ
れ
た
こ
と

が
そ
の
成
功
を
決
定
的
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
急
転
直
下
の
謎

の
解
決
も
、
著
者
の
不
安
を
よ
そ
に
、
好
評
を
得
た
の
で
あ
つ
た
」
と

述
べ
、〈
覗
き
〉
と
い
う
仕
掛
け
を
通
し
て
「
湖
畔
亭
事
件
」
が
好
評

を
得
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
７
）
「
白
昼
鬼
語
」
の
中
の
本
当
や
嘘
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
石
割
透
は

「
谷
崎
潤
一
郎
「
白
昼
鬼
語
」
―
〈
嘘
〉
と
〈
実
〉
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
」

（『
日
本
文
学
』
４６
巻
６
号
、
一
九
九
七
年
六
月
）
に
お
い
て
、〈
深
夜
〉
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の
悪
夢
と
い
う
よ
う
な
殺
人
に
〈
白
昼
〉
の
日
常
世
界
に
取
り
込
ま

れ
、
時
間
の
中
で
〈
嘘
〉
と
〈
実
〉
の
境
界
の
喪
失
、
逆
転
、
融
合
を

指
摘
す
る
。

（
８
）
注
（
３
）
に
同
じ

（
９
）
乱
歩
文
学
の
第
二
期＝

通
俗
ミ
ス
テ
リ
ー
の
時
代
に
つ
い
て
藤
井
淑

禎
は
『
大
乱
歩
展

神
奈
川
近
代
文
学
館
開
館
２５
年
記
念
』（
二
〇
〇

九
年
一
〇
月
、
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
）
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に

指
摘
す
る
。

（
略
）
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
に
は
デ
ビ
ュ
ー
作
「
二
銭
銅
貨
」
を

「
新
青
年
」
に
発
表
し
た
。
以
後
、「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」、「
屋
根
裏

の
散
歩
者
」、「
人
間
椅
子
」
な
ど
の
傑
作
ミ
ス
テ
リ
ー
を
立
て
続
け
に

発
表
し
、
ミ
ス
テ
リ
ー
作
家
と
し
て
不
動
の
地
位
を
築
い
た
。

一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）、
初
め
て
講
談
社
の
雑
誌
に
通
俗
ミ
ス
テ

リ
ー
「
蜘
蛛
男
」
を
連
載
し
、
大
衆
読
者
の
喝
采
を
博
し
た
。
同
種
の

作
品
に
「
黄
金
仮
面
」、「
吸
血
鬼
」、「
人
間
豹
」
な
ど
が
あ
り
、
い
ず

れ
も
関
東
大
震
災
後
の
都
市
生
活
の
モ
ダ
ン
化
と
大
衆
社
会
状
況
と
背

景
と
し
て
、
ト
リ
ッ
ク
や
謎
解
き
の
面
白
さ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
大

衆
小
説
と
し
て
の
奥
行
き
を
示
し
た
。

一
九
三
六
年
に
は
初
め
て
少
年
も
の
に
取
り
組
み
、
以
後
、
こ
の
少

年
探
偵
団
シ
リ
ー
ズ
は
、
戦
争
を
ま
た
い
で
戦
後
に
再
開
さ
れ
る
と
、

戦
後
の
児
童
文
化
興
隆
ム
ー
ド
に
も
後
押
し
さ
れ
て
爆
発
的
な
人
気
を

呼
び
、一
九
六
二
年
ま
で
書
き
継
が
れ
、乱
歩
文
学
の
代
名
詞
と
も
な
っ

た
。こ

の
よ
う
に
乱
歩
ミ
ス
テ
リ
ー
は
、
大
き
く
見
れ
ば
、
三
つ
の
時
期
、

三
種
の
ミ
ス
テ
リ
ー
に
分
類
で
き
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

作
家
自
身
の
内
的
理
由
と
時
代
の
要
請
と
の
交
点
上
に
そ
れ
ら
の
作
品

は
誕
生
し
て
お
り
、
そ
こ
に
乱
歩
独
特
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
見
る
こ
と

も
で
き
る
。

附
記

作
品
の
引
用
は
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
２
巻

パ
ノ
ラ
マ
島
綺
譚
』（
二

〇
〇
四
年
八
月
、
光
文
社
）、『
谷
崎
潤
一
郎
全
集

第
五
巻
』（
一
九
八
一

年
九
月
、
中
央
公
論
）
に
拠
っ
た
。

（
ソ
ン

ウ
ヒ
ョ
ン

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）
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