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松
本
清
張
の
時
代
小
説
の
中
か
ら
捕
物
帳
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
昭
和
三
十
九
年
に
発
表
さ
れ
た
『
彩
色
江
戸
切
絵
図
』
の
諸
短
編
、
ま

た
昭
和
四
十
二
年
に
発
表
さ
れ
た
『
紅
刷
り
江
戸
噂
』
の
諸
短
編
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
も
に
山
田
有
策
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
こ

れ
ら
は
先
行
す
る
岡
本
綺
堂
の
『
半
七
捕
物
帳
』
の
よ
う
な
、「
全
篇
を
貫
い
て
活
躍
す
る
岡
っ
引
を
造
型
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い（

１
）

」

と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
主
人
公
と
な
る
岡
っ
引
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
半
七
を
含
め
、
戦
前
の
昭
和
期
に
量
産
さ
れ

た
捕
物
帳
の
形
式
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
で
に
数
多
く
の
時
代
小
説
、
あ
る
い
は
歴
史
小
説
を
書
き
上
げ
て

き
た
清
張
で
あ
る
が
、
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
築
か
れ
た
捕
物
帳
が
出
現
す
る
ま
で
に
は
、
存
外
、
時
間
が
か
か
っ
て
い
た
。
昭
和

三
十
九
年
と
い
う
時
期
は
、
こ
の
膨
大
な
仕
事
量
を
こ
な
し
て
き
た
作
家
の
キ
ャ
リ
ア
に
し
て
は
、
む
し
ろ
遅
い
時
期
に
当
た
っ
て
い
る
。

　

が
、
こ
れ
よ
り
以
前
に
清
張
は
、
捕
物
帳
と
し
か
呼
べ
な
い
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
一
つ
執
筆
し
て
い
た
。
先
の
山
田
を
追
う
よ
う
に
し

て
吉
野
泰
平
の
取
り
上
げ
た（

２
）、「

穴
の
中
の
護
符
」
と
い
う
短
編
で
あ
る
。
昭
和
三
十
二
年
二
月
号
の
「
小
説
新
潮
」
に
載
せ
ら
れ
た
本

作
は
、「
擬
本
・
半
七
捕
物
帳
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
よ
う
に
、
綺
堂
の
『
半
七
捕
物
帳
』
を
文
体
か
ら
構
成
か
ら
す
べ
て
真
似
た
「
パ

ス
テ
ィ
ー
シ
ュ（

３
）」

の
作
品
だ
っ
た
。
清
張
は
、
他
の
多
く
の
捕
物
帳
作
品
と
比
べ
、
綺
堂
の
『
半
七
も
の
』
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
た
。

と
言
う
よ
り
そ
れ
は
「
半
七
以
外
に
認
め
な
い（

４
）」

と
い
っ
た
体
の
も
の
だ
っ
た
。「
穴
の
中
の
護
符
」
は
、
い
わ
ば
こ
う
し
た
か
た
く
な
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な
敬
愛
か
ら
生
れ
出
た
模
倣
作
品
で
あ
る
が
、
三
好
行
雄
が
言
う
よ
う
に
「
単
な
る
パ
ロ
デ
ィ
で
は
決
し
て
な
い
」）

5
（

側
面
が
あ
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。清
張
は
、捕
物
帳
と
い
う
新
た
に
開
拓
し
た
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
何
を
込
め
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。す
で
に
吉
野
に
よ
っ

て
、
同
時
代
の
剣
豪
小
説
な
ど
と
の
差
異
か
ら
読
み
取
れ
る
「
穴
の
中
の
護
符
」
の
「
擬
本
」
と
し
て
の
批
評
性
な
ど
は
論
じ
ら
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
三
好
の
言
う
「
推
理
小
説
作
家
に
ふ
さ
わ
し
い
〈
遊
び
〉」
の
実
態
解
明
に
は
、
も
う
少
し
別
な
視
角
か
ら
の
掘
り
下
げ

も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
捕
物
帳
の
原
核
と
し
て
あ
る
は
ず
の
推
理
小
説
の
ト
リ
ッ
ク
を
視
野
に
入
れ
、
後
続
し
た
「
役
者

絵
」
を
含
め
考
察
の
対
象
と
し
た
う
え
で
、
自
身
の
文
学
履
歴
に
新
た
に
捕
物
帳
を
作
り
出
し
な
が
ら
も
早
々
に
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
は

か
っ
た
清
張
の
時
代
小
説
家
と
し
て
の
表
現
の
一
つ
の
推
移
に
焦
点
を
当
て
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
た
い
。
な
お
本
稿
で
は
、
内
外
の
複
数
作

品
の
ト
リ
ッ
ク
、
犯
人
へ
の
言
及
が
あ
る
。

　
　

２

　
「
穴
の
中
の
護
符
」
は
、
全
部
で
六
章
か
ら
成
っ
て
い
る（

６
）。

そ
の
う
ち
の
１
が
半
七
老
人
が
「
わ
た
し
」
に
こ
れ
か
ら
昔
話
を
す
る
と

い
う
導
入
部
、
２
か
ら
５
ま
で
が
実
質
の
事
件
が
語
ら
れ
て
い
く
部
分
、
そ
し
て
最
後
の
６
が
、
時
間
的
に
１
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
事
件

を
二
人
で
総
括
す
る
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
三
部
の
説
話
構
成
自
体
が
半
七
老
人
を
訪
ね
て
「
わ
た
し
」
が
彼
の

昔
話
、
手
柄
話
を
謹
聴
す
る
と
い
う
『
半
七
捕
物
帳
』
の
定
番
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
話
は
文
久
二

年
と
い
う
原
典
の
半
七
も
の
の
空
白
を
埋
め
る
よ
う
な
年
代
を
設
定
し
て
い
る
よ
う
だ（

７
）。事

件
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
上
野
の
根
岸
だ
が
、

こ
の
入
谷
、
根
岸
の
地
域
か
ら
、
半
七
の
六
十
番
目
の
事
件
で
あ
る
「
春
の
雪
解
」
と
の
関
連
性
を
、
す
で
に
『
半
七
捕
物
帳
事
典
』
の

編
者
で
あ
る
今
内
孜
が
指
摘
し
て
い
た（

８
）。

季
節
は
綺
堂
の
「
春
の
雪
解
」
が
早
春
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
述
す
る
死
体
と
の
関
係
か
ら

か
、
清
張
の
方
は
「
十
一
月
の
鞴ふ

い
ご祭

が
来
る
こ
ろ
」
に
な
っ
て
い
る
。
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「
穴
の
中
の
護
符
」
と
は
、
近
辺
の
住
人
が
住
む
寮
の
家
に
掘
ら
れ
た
穴
と
そ
の
中
に
紙
吹
雪
の
よ
う
に
置
か
れ
て
い
た
伏
見
稲
荷
大

明
神
の
木
版
が
捺
さ
れ
た
半
紙
の
護
符
を
指
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
場
所
に
埋
め
て
お
い
た
金
を
掘
り
出
す
た
め
に
掘
っ
た
穴
を
、
あ
た
か

も
神
が
か
り
的
な
現
象
の
よ
う
に
ご
ま
か
す
た
め
に
用
い
た
、
盗
賊
ら
の
目
く
ら
ま
し
「
手
間
の
か
か
っ
た
手
品
」
だ
っ
た
。
所
柄
、
水

商
売
上
が
り
の
者
の
多
い
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
信
心
深
い
者
た
ち
に
は
「
そ
の
不
思
議
な
現
象
に
先
ず
信
仰
的
な
感
動
」
を
引
き
起
こ

し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
盗
賊
ら
の
知
恵
は
、
ど
う
や
っ
て
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
複
数
の
住
人
た
ち
を
、
一
時
的
に
外
へ
連
れ
出
し

て
、
穴
を
掘
る
ま
で
の
時
間
を
稼
ぐ
か
、
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
使
わ
れ
た
の
が
、
死
体
を
使
っ
た
ト
リ
ッ
ク
、
自
分
た
ち
と
は
無
関
係
な

死
体
を
使
い
ニ
セ
の
葬
式
を
出
し
て
、
斎と

き

の
馳
走
を
ふ
る
ま
い
、
住
民
を
足
止
め
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
間
の
時
間
を
穴
掘
り
に
あ

て
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
事
件
の
終
盤
近
く
、
子
分
で
あ
る
湯
屋
熊
に
半
七
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
見
せ
る
。

「
女
は
死
体
が
欲
し
か
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
死
体
を
拾
っ
て
き
て
、
と
む
ら
い
を
出
す
こ
と
が
目
あ
て
だ
っ
た
の
さ
」

「
妙
な
こ
と
を
考
え
た
も
の
で
す
ね
。
ど
う
い
う
了
簡
で
す
か
え
」

「
つ
ま
り
、
近
所
の
人
間
を
集
め
て
、
家
を
空か

ら

に
す
る
の
が
狙
い
だ
っ
た
の
だ
。
と
む
ら
い
を
出
し
て
近
所
の
人
た
ち
を
信
用
さ
せ
、

偽
の
斎
に
呼
ん
で
み
ん
な
に
留
守
を
あ
け
さ
せ
た
と
い
う
寸
法
だ
」

「
な
る
ほ
ど
、
そ
の
留
守
に
誰
か
が
穴
を
掘
っ
て
稲
荷
の
護
符
を
授
け
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
仕
事
を
し
た
の
は
、
女

と
共ぐ

謀る

だ
っ
た
奴
の
仕
業
で
す
ね
」

「
お
前
の
頭
の
血
の
め
ぐ
り
も
、
だ
い
ぶ
ん
早
く
な
っ
た
」
半
七
は
煙
管
を
は
た
い
て
言
っ
た
。

　

こ
れ
は
通
常
の
死
体
を
使
っ
た
ト
リ
ッ
ク
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
異
例
の
も
の
で
あ
る
。
死
体
は
、
往
々
本
人
が
死
ん
だ
証
拠
と
し
て
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扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
間
を
死
ん
だ
こ
と
に
す
る
た
め
の
現
物
と
し
て
使
わ
れ
る
。
こ
の
「
穴
の
中
の
護
符
」

と
同
じ
年
に
書
か
れ
た
「
怖
妻
の
棺
」
が
ま
さ
に
こ
れ
に
当
た
る
。

　
「
怖
妻
の
棺
」
は
昭
和
三
十
二
年
十
月
「
週
刊
朝
日
別
冊　

炉
辺
読
本
」
に
発
表
さ
れ
た
。
旗
本
で
養
子
の
香
月
弥
右
衛
門
は
、
妻
の

お
と
わ
に
頭
が
上
が
ら
な
い
で
い
た
が
、
友
人
の
戸
村
兵
馬
の
勧
め
で
、
年
若
い
茶
屋
の
娘
お
み
よ
を
囲
う
こ
と
に
な
り
、
お
み
よ
も
年

の
差
を
忘
れ
弥
右
衛
門
の
人
柄
に
引
か
れ
て
い
っ
た
。
あ
る
日
、
弥
右
衛
門
は
お
み
よ
の
家
で
卒
中
で
倒
れ
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
戸

村
が
香
月
の
妻
に
知
ら
せ
る
が
、
権
高
な
お
と
わ
は
夫
の
遺
骸
を
引
き
取
る
こ
と
を
峻
拒
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
弥
右
衛
門
は
息
を
吹
き
返

し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
当
主
の
死
亡
届
を
出
し
急
な
養
子
縁
組
を
す
で
に
申
し
立
て
た
以
上
、
弥
右
衛
門
は
再
び
死
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

腹
を
切
ろ
う
と
し
た
と
き
に
、
兵
馬
の
懇
意
と
す
る
植
木
屋
の
仁
兵
衛
の
機
転
で
も
っ
て
、
処
刑
さ
れ
た
罪
人
の
死
体
を
使
い
葬
儀
を
出

し
て
、
弥
右
衛
門
ら
は
そ
の
ま
ま
駆
け
落
ち
を
す
る
。
処
刑
さ
れ
た
罪
人
と
い
う
別
の
死
体
が
、
弥
右
衛
門
の
身
代
わ
り
と
し
て
、「
怖
妻
」

の
「
棺
」
に
収
め
ら
れ
た
わ
け
だ
。「
穴
の
中
の
護
符
」
の
方
が
先
行
し
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
の
方
が
バ
リ
ア
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
死
体
を
利
用
す
る
と
い
う
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
方
が
通
例
な
使
わ
れ
方
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
身
代
わ
り
の
死
体
を
手
に

入
れ
る
と
い
う
の
は
現
代
も
の
で
は
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
な
い
、
時
代
も
の
な
ら
で
は
の
趣
向
だ
ろ
う
。

　

こ
の
死
体
入
れ
替
わ
り
も
考
慮
し
て
か
、
清
張
自
身
は
こ
の
「
怖
妻
の
棺
」
を
「
時
代
も
の
だ
が
、
一
種
の
ミ
ス
テ
リ
ー
仕
立
て
の
短

編
と
な
っ
た
」
と
自
作
解
説
で
語
っ
て
い
た（

９
）。

そ
れ
は
、
一
義
的
に
は
、
死
体
の
入
れ
替
え
を
お
こ
な
う
当
事
者
が
、
年
老
い
た
仁
兵
衛

で
あ
っ
て
、
視
点
人
物
の
戸
村
兵
馬
が
う
か
が
い
し
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
後
に
そ
の
謎
解
き
が
彼
の
手
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る

こ
と
を
指
す
だ
ろ
う
が
、
よ
り
大
事
な
の
は
そ
こ
に
行
き
つ
く
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
個
々
に
用
意
さ
れ
た
細
部
の
事
象
が
結
末
の
意
外
さ

と
矛
盾
を
引
き
起
こ
さ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
兵
馬
が
何
気
な
く
裸
馬
に
乗
せ
ら
れ
た
罪
人
を
見
る
こ

と
は
あ
ら
か
じ
め
描
写
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
妻
の
お
と
わ
が
持
ち
前
の
狭
量
か
ら
棺
に
触
れ
よ
う
と
も
せ
ず
、
遺
骸
と
な
っ
た
夫
の
顔
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を
ま
っ
た
く
見
よ
う
と
し
な
い
こ
と
も
、
自
然
な
心
の
動
き
と
し
て
読
者
に
は
納
得
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
エ
ン
デ
ィ

ン
グ
の
小
気
味
よ
さ
も
手
伝
い
、「
怖
妻
の
棺
」
は
清
張
に
し
て
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
穴
の
中
の
護
符
」
の
中
の
死
体
は
物
語
中
ど
の
よ
う
に
登
場
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
死
体
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
江
戸
時

代
で
も
そ
う
容
易
で
は
な
い
は
ず
の
そ
の
行
為
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
の
か
。
物
語
の
開
始
時
点
で
始
ま
る
こ
の
死

体
の
引
き
取
り
と
い
う
作
業
は
、
行
き
倒
れ
の
遺
骸
を
始
末
す
る
と
い
う
江
戸
の
行
政
制
度
を
調
べ
上
げ
記
述
す
る
こ
と
で
、
小
説
と
し

て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
定
着
化
が
は
か
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
霜
降
り
の
朝
、
谷
中
の
玉
林
寺
門
前
町
に
行
仆
れ
人
が
あ
る
と
い
っ
て
自
身
番
に
届
け
て
出
た
者
が
あ
っ
た
。
番
人
が
行
っ

て
み
る
と
、
六
十
二
、三
歳
く
ら
い
の
老
爺
で
、
病
気
の
果
に
行
倒
れ
て
死
ん
で
い
る
こ
と
が
分
っ
た
。（
略
）

　

他
殺
以
外
の
身
元
の
知
れ
な
い
こ
う
い
う
変
死
体
は
、
芝
口
町
河
岸
に
収
容
し
て
、
七
日
の
間
、
場
所
、
推
定
年
齢
、
着
衣
、
所

持
品
な
ど
を
記
し
た
札
を
建
て
て
置
く
の
が
定
法
で
あ
る
。
心
当
り
の
者
は
、
そ
の
札
場
に
行
っ
て
文
言
を
よ
み
、
死
骸
を
引
取
る

な
り
、
怪
し
い
節
が
あ
れ
ば
吟
味
を
願
い
出
る
な
り
す
る
。
こ
の
処
置
の
範
囲
は
、
南
は
品
川
か
ら
長
峰
六
間
茶
屋
町
限
り
、
西
は

代
々
木
村
よ
り
上
落
合
村
、
板
橋
限
り
、
北
は
板
橋
村
、
王
子
川
、
尾
久
川
通
り
限
り
、
東
は
木
川
下
村
川
通
り
、
中
川
通
り
、
八

郎
右
衛
門
新
田
村
限
り
と
し
た
。（
略
）

　

さ
て
、
谷
中
の
行
仆
れ
の
老
人
の
屍
体
も
、
番
人
か
ら
届
出
て
芝
口
町
河
岸
（
今
の
新
橋
汐
留
の
あ
た
り
）
に
非
人
の
手
で
送
り
、

其
処
で
札
を
立
て
て
七
日
間
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
二
日
目
の
こ
と
で
あ
る
。
置
場
の
立
て
札
を
つ
く
づ
く
読
ん
で
い
た
若
い
女
が
あ
っ
た
。
色
の
白
い
、
小
股
の
切
れ
上
っ
た

佳
い
女
で
あ
る
。彼
女
は
黒
い
瞳
に
愁
い
を
籠
め
て
、何
度
も
立
札
を
読
ん
で
い
た
が
、遂
に
意
を
決
し
た
よ
う
に
竹
矢
来
を
く
ぐ
っ
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て
番
小
屋
に
入
っ
た
。

　

こ
う
し
て
一
味
の
女
は
、
半
七
の
言
う
欲
し
か
っ
た
死
体
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
自
分
の
父
親
と
偽
っ
て
、「
高

禄
の
武
家
や
裕
福
な
町
人
の
別
荘
」
が
立
ち
並
ぶ
自
分
た
ち
が
借
り
た
入
谷
の
家
に
運
び
、
葬
儀
を
営
ん
で
周
り
の
住
人
を
下
働
き
の
も

の
ま
で
含
め
斎
で
誘
い
、
自
分
の
家
に
引
き
付
け
て
置
い
た
。
も
と
も
と
こ
こ
は
「
つ
い
二
、三
年
前
ま
で
は
、
雑
木
林
と
藪
地
で
あ
っ
た
」

と
こ
ろ
な
の
で
、
盗
賊
ら
が
庚
申
塚
を
目
印
に
し
て
金
を
埋
め
た
の
だ
が
、
三
年
の
間
に
所
在
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

　

先
述
し
た
６
の
部
分
で
あ
る
「
わ
た
し
」
と
の
対
話
の
中
で
、
半
七
は
自
分
の
推
量
が
や
や
外
れ
て
い
た
こ
と
を
素
直
に
認
め
て
次
の

よ
う
に
言
う
。

「
湯
屋
熊
の
報
告
は
、
わ
た
く
し
の
見
当
と
少
し
は
ず
れ
ま
し
た
が
、
お
よ
そ
の
的
は
当
り
ま
し
た
」

と
半
七
老
人
は
、
こ
こ
ま
で
話
し
て
き
て
、
ひ
と
息
つ
く
と
茶
を
舌マ

マ

ん
だ
。

「
わ
た
く
し
の
想
像
で
は
、
目
印
に
な
る
よ
う
な
樹
で
も
あ
っ
た
の
か
と
思
っ
た
ら
、
古
く
か
ら
い
る
土
地
の
人
の
話
で
は
、
庚
申

塚
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
ほ
ら
、
道
端
に
仏
さ
ま
の
よ
う
な
像
を
彫
っ
た
石
が
置
か
れ
て
あ
る
あ
れ
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て

も
、
何
か
の
目
印
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
す
」

「
何
の
目
的
で
す
か
」

わ
た
し
は
訊
い
た
。
老
人
は
少
し
微
笑
っ
た
。

「
そ
れ
を
お
話
し
す
る
前
に
、
わ
た
く
し
が
大
へ
ん
思
い
違
い
を
し
て
い
た
こ
と
を
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
護
符
を
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入
れ
る
た
め
に
穴
を
掘
っ
た
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
何
か
を
地
中
か
ら
取
り
出
す
た
め
に
穴
を
掘
っ
た
の

だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
護
符
を
入
れ
替
え
た
の
は
、
そ
れ
を
胡
魔
化
す
た
め
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
お
稲
荷
さ
ま
の
護
符
に
し
た
の

は
考
え
た
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
神
が
か
り
な
こ
と
に
な
る
と
、
少
々
辻
褄
が
合
わ
な
く
と
も
、
当
人
た
ち
も
お
か
し
く
考
え
ま
せ

ん
か
ら
ね
」

　

原
典
の
綺
堂
の
半
七
も
し
ば
し
ば
見
当
違
い
や
し
く
じ
り
を
し
た
り
す
る
。
そ
れ
が
彼
の
人
間
臭
さ
を
時
に
醸
し
出
す
の
だ
が
、
こ
こ

で
の
「
思
い
違
い
」
は
、
か
な
り
決
定
的
で
あ
る
。
護
符
は
あ
く
ま
で
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
入
れ
る
た
め
で
な
く
、
再

三
述
べ
て
い
る
よ
う
に
埋
め
て
あ
る
も
の
を
掘
り
出
す
た
め
の
穴
を
素
早
く
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
掘
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
の
半
七
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
住
人
と
同
じ
目
線
で
護
符
の
意
味
を
探
ろ
う
と
し
て
お
り
、
穴
自
体
の
目
的
に
考
え
の
及
ん
で

い
な
か
っ
た
こ
と
が
自
身
の
口
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
が
、
実
は
こ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
小
説
の
最
大
の
ト
リ
ッ
ク
が
仕
掛
け

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

綺
堂
の
半
七
で
あ
る
「
春
の
雪
解
」
も
、
実
は
埋
め
ら
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
殺
さ
れ
た
娘
の
死
体
だ
っ
た
。
殺
し
た
の
は
嫉

妬
に
狂
っ
た
花
魁
で
あ
る
。
入
谷
の
寮
と
い
う
設
定
は
、
自
分
の
勤
め
る
店
の
若
旦
那
と
通
じ
合
う
、
い
わ
ゆ
る
「
突つ

き
と
お通

し
」
と
い
う
「
廓

の
禁
物
」
を
演
じ
る
た
め
に
別
空
間
と
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
殺
し
た
遺
体
の
隠
し
場
所
と
し
て
は
き
わ
め

て
平
凡
な
も
の
で
あ
る
。
犯
行
を
犯
し
た
者
が
す
る
の
は
「
隠
す
」
と
い
う
行
為
で
あ
っ
て
、
自
ら
掘
り
起
こ
す
こ
と
で
な
い
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
清
張
が
利
用
し
た
の
は
、
入
谷
と
い
う
わ
ず
か
の
間
に
寮
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
地
勢
と
、
家
の
う
ち
の
地
面
か
ら

何
か
が
出
て
く
る
と
い
う
最
小
限
の
趣
向
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

が
、
こ
の
「
穴
の
中
の
護
符
」
に
お
い
て
も
、
清
張
が
本
格
風
の
ヒ
ン
ト
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
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に
、
盗
賊
に
金
で
雇
わ
れ
た
女
義
太
夫
は
、
娘
を
演
じ
て
、
父
親
の
行
き
倒
れ
に
な
っ
た
遺
骸
を
引
き
取
り
に
や
っ
て
く
る
。
囲
わ
れ
者

と
し
て
の
芸
者
で
あ
る
彼
女
が
実
際
に
住
ん
で
い
る
の
は
日
本
橋
あ
た
り
の
呉
服
屋
の
主
人
が
誂
え
た
入
谷
の
寮
の
は
ず
だ
が
、
引
き
渡

し
の
役
人
に
対
し
て
、
自
分
の
身
元
を
言
う
際
に
は
、「
神
田
の
六
軒
町
で
す
」
と
い
う
ま
る
で
方
角
違
い
の
場
所
を
申
し
立
て
、「
泪
を

拭
き
な
が
ら
答
え
」
て
い
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
単
な
る
娘
と
父
親
の
居
住
の
相
違
と
認
識
さ
れ
な
が
ら
、
彼
女
た
ち
の
犯
行

が
分
か
っ
た
後
で
は
、
こ
れ
が
意
識
的
な
嘘
で
あ
り
、
役
人
の
目
を
誤
魔
化
す
手
立
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
者
に
は
事
後
的
に
了
解
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

死
体
を
手
に
入
れ
操
作
す
る
と
い
う
や
り
か
た
は
、
先
述
し
た
小
説
内
の
人
物
を
中
核
に
据
え
た
リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
案
出
さ
れ
る
「
怖

妻
の
棺
」
の
よ
う
な
方
法
と
、
こ
の
「
穴
の
中
の
護
符
」
の
よ
う
に
江
戸
の
行
政
制
度
を
語
り
手
の
側
か
ら
報
告
し
物
語
世
界
と
結
び
つ

け
る
や
り
方
と
、
異
な
る
二
通
り
の
や
り
方
が
あ
り
、
そ
れ
を
当
時
の
清
張
が
同
時
に
手
に
し
て
い
た
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
わ

け
だ
が
、
後
者
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
本
格
風
な
ヒ
ン
ト
を
残
し
な
が
ら
ス
ト
ー
リ
ー
を
進
め
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
の
は
、「
小
説
新
潮
」

と
い
う
発
表
誌
に
、
連
続
し
て
推
理
小
説
的
な
短
編
を
書
き
続
け
て
い
た
当
時
の
清
張
の
い
わ
ば
必
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
前
年
の
昭
和
三
十
年
十
二
月
号
の
「
小
説
新
潮
」
に
書
か
れ
た
「
張
込
み
」
が
清
張
の
推
理
小
説
へ
の
傾
斜
の
始
ま
り
と
一
般
に

さ
れ
る
が
、
翌
年
三
十
一
年
に
は
従
来
型
の
時
代
小
説
、
歴
史
小
説
の
執
筆
と
並
行
し
て
、「
殺
意
」（
四
月
号
）、「
顔
」（
八
月
号
）、「
な

ぜ
「
星
図
」
が
開
い
て
い
た
か
」（「
週
刊
新
潮
」
八
月
二
十
日
号
）、「
反
射
」（
九
月
号
）
な
ど
の
執
筆
が
連
続
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。「
穴

の
中
の
護
符
」
の
一
か
月
前
に
同
誌
に
発
表
さ
れ
た
「
金
庫
」
な
ど
も
、
明
ら
か
に
江
戸
川
乱
歩
の
「
二
銭
銅
貨
」
の
世
界
を
意
識
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
穴
の
中
の
護
符
」
も
こ
う
し
た
系
譜
の
連
続
の
中
に
表
さ
れ
た
、
推
理
小
説
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

「
捕
物
帳
」
で

あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
「
小
説
新
潮
」
の
側
に
、
文
壇
の
既
成
作
家
と
張
り
合
わ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
、「
殺
意
」
の
併
載
は
大
岡
昇
平
の
「
雪
の
上
の
声

）
10
（」、
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「
顔
」
の
併
載
は
同
じ
く
大
岡
だ
が
ゴ
ル
フ
談
義
の
随
筆
「
憑
か
れ
た
人
々
」、「
反
射
」
は
加
田
伶
太
郎
（
福
永
武
彦
）
の
「
幽
霊
事
件
」、

翌
年
の
「
金
庫
」
も
加
田
の
「
温
室
事
件
」、「
地
方
紙
を
買
う
女
」
も
加
田
の
「
失
踪
事
件
」
と
両
者
は
競
う
よ
う
に
雁
行
し
、
常
に
「
二

大
推
理
小
説
」
と
い
う
名
で
目
次
を
飾
っ
て
い
た
。
加
田
の
は
大
学
の
助
教
授
伊
丹
英
典
が
活
躍
す
る
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
本
格
の
連
作

で
エ
ラ
リ
ー
・
ク
ィ
ー
ン
を
真
似
た
も
の
だ
が
、
清
張
は
そ
の
つ
ど
持
ち
味
を
変
え
な
が
ら
挑
ん
で
い
る
。
詳
述
は
避
け
る
が
、
こ
こ
で

は
江
戸
川
乱
歩
を
想
定
し
た
探
偵
小
説
へ
の
原
点
回
帰
が
見
ら
れ
る
の
は
、
先
の
「
金
庫
」
に
先
ん
じ
て
、「
反
射
」
に
お
け
る
「
ミ
ュ

ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ク
」
の
使
用
例
な
ど
に
明
ら
か
だ
ろ
う）

11
（

。
こ
の
検
査
法
の
紹
介
と
応
用
と
と
も
に
乱
歩
の
明
智
小
五
郎
が
「
Ｄ
坂
の
殺
人

事
件
」、「
心
理
試
験
」
で
探
偵
と
し
て
誕
生
し
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
探
偵
小
説
界
の
周
知
の
事
柄
で
あ
る
か
ら
だ
。
清
張
が
そ
れ
ま

で
の
時
代
小
説
か
ら
推
理
小
説
へ
の
切
り
替
え
に
挑
み
も
が
き
つ
つ
あ
っ
た
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
昭
和
三
十
一
年
か
ら
三
十
二
年
に
か
け

て
で
あ
っ
た
。

　
　

３

　

そ
れ
で
は
、
清
張
に
お
け
る
、
こ
う
い
っ
た
「
推
理
小
説
」
競
合
環
境
の
さ
中
に
書
か
れ
た
捕
物
帳
が
依
拠
し
た
も
の
は
は
た
し
て
何

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
原
典
中
の
原
典
と
も
い
え
る
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
「
赤
毛
連
盟
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
新
の
訳
者
で
あ
る
石
田
文
子
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
発
想
の
奇
抜
さ
と
い
い
筋
書
き
の
お
も
し
ろ
さ
と
い
い
、
ホ
ー
ム
ズ
も
の
の
な

か
で
も
ま
ち
が
い
な
く
一
、二
を
争
う
名
作
」
と
さ
れ
る
初
期
ホ
ー
ム
ズ
も
の
に
属
す
る
あ
の
「
赤
毛
連
盟
」
で
あ
る）

11
（

。

　
「
赤
毛
連
盟
」
は
、
典
型
的
な
イ
ギ
リ
ス
商
人
と
見
え
る
赤
毛
の
質
屋
か
ら
の
依
頼
だ
っ
た
。
質
屋
は
そ
の
見
事
な
赤
毛
で
、「
赤
毛
連

盟
」
に
加
入
で
き
、
毎
日
十
時
か
ら
二
時
ま
で
の
あ
い
だ
指
定
さ
れ
た
場
所
で
大
英
百
科
事
典
を
書
き
写
す
と
い
う
作
業
で
そ
こ
そ
こ
の

報
酬
を
う
け
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
赤
毛
連
盟
は
ア
メ
リ
カ
の
大
金
持
ち
の
遺
言
で
、
見
事
な
赤
毛
の
成
人
男
性
に
の
み
、
特
典
を
与
え
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る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
結
構
な
副
収
入
が
突
然
打
ち
切
ら
れ
、
途
方
に
暮
れ
た
男
が
ホ
ー
ム
ズ
の
も
と
を
お
と
ず
れ
た

の
だ
っ
た
。『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
冒
険
』
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
お
そ
ら
く
だ
れ
し
も
記
憶
に
残
る
作
品
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

　

こ
れ
は
ホ
ー
ム
ズ
も
の
の
初
期
の
作
品
で
あ
り
、
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
先
行
す
る
ポ
ー
な
ど
を
参
考
に
し
て
な
い
、
ド
イ
ル
独
自
の
も

の
だ
っ
た
。
彼
は
こ
の
ト
リ
ッ
ク
を
同
じ
ホ
ー
ム
ズ
も
の
で
、「
株
式
仲
買
人
」
や
「
三
人
ガ
リ
デ
ブ
」
に
も
使
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

あ
る
目
的
を
帯
び
た
犯
罪
者
が
、
そ
こ
に
住
む
住
人
を
一
時
的
に
立
ち
退
か
せ
、
そ
の
家
の
地
下
を
掘
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。「
株
式

仲
買
人
」
は
や
や
外
れ
る
が
、「
赤
毛
連
盟
」
で
は
、
向
か
い
の
銀
行
ま
で
の
秘
密
の
通
路
を
掘
り
進
め
る
た
め
、「
三
人
ガ
リ
デ
ブ
」
で

は
そ
の
珍
し
い
名
字
で
つ
り
出
さ
れ
た
男
の
家
に
あ
っ
た
地
下
室
の
に
せ
札
製
造
の
機
械
が
目
的
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
連
れ
出
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。

　

清
張
の
半
七
と
の
違
い
を
考
え
た
場
合
、
ワ
ト
ソ
ン
に
語
っ
て
見
せ
る
ホ
ー
ム
ズ
の
次
の
言
ほ
ど
、
鮮
や
か
に
そ
れ
を
証
明
し
て
み
せ

る
箇
所
は
な
い
だ
ろ
う
。
石
田
文
子
訳
か
ら
引
用
す
る）

11
（

。

「
い
い
か
い
、
ワ
ト
ス
ン
」
そ
の
日
の
深
夜
、
ベ
イ
カ
ー
街
で
ウ
ィ
ス
キ
ー
ソ
ー
ダ
を
傾
け
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
ズ
は
説
明
し
た
。「
こ

ん
ど
の
事
件
で
は
最
初
か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
の
奇
妙
な
赤
毛
連
盟
の
広
告
と
百
科
事
典
の
書
き
写

し
は
、
あ
の
ち
ょ
っ
と
ま
ぬ
け
な
質
屋
を
毎
日
数
時
間
、
家
か
ら
遠
ざ
け
て
お
く
た
め
の
方
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

先
に
引
用
し
た
と
お
り
、「
穴
の
中
の
護
符
」
の
半
七
は
、
護
符
の
方
の
意
味
へ
思
い
を
巡
ら
し
て
お
り
、
穴
へ
の
注
目
は
当
初
な
か
っ

た
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
半
七
が
ホ
ー
ム
ズ
の
よ
う
に
、
そ
の
穴
の
目
的
を
初
め
か
ら
わ
か
り
き
っ
て
い
た
と
し
た
な
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ら
ば
、
清
張
の
ト
リ
ッ
ク
模
倣
は
す
ぐ
に
気
づ
か
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
半
七
を
他
の
住
人
た
ち
と
同
様
に
気
づ
か
な
い
、
気
づ

け
な
い
状
態
に
し
て
置
く
こ
と
で
、
こ
の
ト
リ
ッ
ク
模
倣
の
痕
跡
が
少
し
で
も
や
わ
ら
げ
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に

こ
れ
自
体
が
最
も
正
確
に
読
者
に
向
け
ら
れ
た
作
者
か
ら
の
「
ト
リ
ッ
ク
」
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
住
人
を
一
時
的
に
遠
ざ
け
る
と
い
う
手
立
て
の
部
分
を
、石
田
以
外
の
訳
で
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、「
留
守
に
さ
せ
る
」

（
延
原
謙　

新
潮
文
庫
）、「
店
か
ら
連
れ
だ
す
」（
阿
部
知
二　

岩
波
文
庫
）、「
ど
こ
か
へ
や
っ
て
お
く
」（
菊
池
武
一　

岩
波
文
庫
）、「
店

か
ら
遠
ざ
け
る
」（
大
久
保
康
雄　

ハ
ヤ
カ
ワ
文
庫
）
と
な
る
。
原
文
の
該
当
箇
所
は“m

ust be to get this not over-bright paw
n-

broker out of the w
ay for a num

ber of hours every day”

と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
こ
の“out of the w

ay”

に
付
合
す
る
の
が
先

の
訳
文
の
箇
所
で
あ
る
。
半
七
が
湯
屋
熊
に
語
っ
て
見
せ
た
「
近
所
の
人
間
を
集
め
て
、
家
を
空
に
す
る
の
が
狙
い
だ
っ
た
の
だ
」
は
、

こ
の“out of the w

ay”

を
見
事
に
江
戸
の
生
活
の
中
に
溶
け
込
ま
せ
た
肝
の
部
分
を
、
作
家
自
ら
が
探
偵
の
口
を
通
し
て
語
っ
て
い

る
箇
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ホ
ー
ム
ズ
の
推
理
に
飛
躍
は
な
か
っ
た
。
彼
は
当
初
か
ら
、
半
額
の
賃
金
で
こ
の
質
屋
に
住
み
込
ん
だ
店
員
を
怪
し
い
と
に
ら
ん
で
い

た
。「
そ
の
店
員
さ
ん
こ
そ
、
例
の
広
告
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
珍
し
い
存
在
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
」
と
最
初
の
挨
拶
の
時
点
で
、
店
員
の
奇

妙
さ
に
目
を
つ
け
て
い
た
が
、
こ
れ
が
単
な
る
質
屋
へ
の
儀
礼
的
修
辞
か
否
か
は
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
。
が
、
実
際
に
質
店
に

行
き
、
そ
の
店
員
を
観
察
し
た
の
ち
に
、「
大
き
な
犯
罪
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
を
ワ
ト
ソ
ン
に
告
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
ワ
ト
ソ
ン

が
言
う
よ
う
に
推
理
の
鎖
が
見
事
に
連
鎖
と
し
て
繋
が
っ
て
い
く
ホ
ー
ム
ズ
も
の
の
中
で
も
最
も
瑕
瑾
の
な
い
屈
指
の
作
品
で
あ
る
の

は
、
最
後
に
漏
ら
す
ホ
ー
ム
ズ
の
「
人
物
は
ど
う
で
も
い
い
。
作
品
が
が
す
べ
て
だ
」
と
い
う
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ー
ベ
ル
の
引
用
に

表
れ
た
自
信
の
ほ
ど
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
清
張
は
、
半
七
を
飛
び
越
え
、
本
家
本
元
で
あ
る
ホ
ー
ム
ズ
も
の
の
最
上
級
作
品
の
応
用

を
企
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
庫
の
解
説
に
制
約
さ
れ
た
三
好
行
雄
は
、
当
然
知
っ
て
い
る
は
ず
の
そ
の
知
識
を
出
す
の
を
控
え
た
と
見
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な
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

４

　
「
赤
毛
連
盟
」
の
ト
リ
ッ
ク
は
十
九
世
紀
的
な
ユ
ー
モ
ア
を
含
ん
で
い
る
。「
赤
毛
連
盟
は
解
散
し
ま
す
」
の
通
告
を
受
け
た
こ
と
を
話

し
「
悲
し
そ
う
な
顔
」
を
し
て
い
る
質
屋
の
様
子
は
思
わ
ず
ホ
ー
ム
ズ
と
ワ
ト
ソ
ン
の
笑
い
を
誘
っ
て
し
ま
う
。
現
代
的
な
目
か
ら
見
れ

ば
、
差
別
的
な
視
点
と
無
関
係
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
哄
笑
は
現
代
の
読
者
に
も
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の

で
も
あ
る
。「
赤
毛
連
盟
」
が
優
れ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
ユ
ー
モ
ア
だ
が
、
こ
の
お
び
き
出
し
の
ト
リ
ッ
ク
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の

命
名
が
な
か
な
か
困
難
な
も
の
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
江
戸
川
乱
歩
の
「
類
別
ト
リ
ッ
ク
集
成
」
の
中
で
、
こ
の
ト
リ
ッ
ク
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
作
品
名
そ
の
も
の
を
借
り
て
し
か
呈
示
で
き
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
容
易
に
理
解
で
き
よ
う）

11
（

。

「
赤
髪
」
ト
リ
ッ
ク
（
六
例
）
ド
イ
ル
の
「
赤
髪
聯
盟
」
の
類
型
に
、
仮
り
に
こ
の
名
称
を
つ
け
た
。
赤
毛
の
人
を
募
集
す
る
と
い

う
奇
抜
な
罪
の
な
い
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
で
、
別
の
大
犯
罪
を
目
論
む
と
い
う
着
想
。
こ
れ
の
類
型
、
ド
イ
ル
の
短
篇
に
三
例
あ
り
、
ロ

バ
ー
ト
・
バ
ー
の
短
、
シ
メ
ノ
ン
の
短
、
ブ
ッ
シ
ュ
の
長
な
ど
。

　
『
続
・
幻
影
城
』
へ
向
か
い
執
筆
中
の
乱
歩
で
も
、
こ
の
ト
リ
ッ
ク
に
演
繹
的
な
名
前
を
付
け
る
の
に
、
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
の
が
よ

く
伝
わ
る
だ
ろ
う）

11
（

。
同
じ
よ
う
に
、
作
品
が
そ
の
ま
ま
ト
リ
ッ
ク
の
名
前
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
作
品
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
次
に
出

て
き
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「「
二
つ
の
部
屋
」
ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
赤
毛
連
盟
」
が
推
理
小
説
界
で
最
も
著
名

な
古
典
そ
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
「
二
つ
部
屋
」
は
作
者
名
す
ら
は
っ
き
り
し
な
い
無
名
に
近
い
作
家
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に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
殺
人
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
二
つ
の
部
屋
」
の
ト
リ
ッ
ク
が
応
用
さ
れ
た
の
が
、
昭
和
四
十
二

年
の
「
別
冊
宝
石
」
一
月
号
（
新
春
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
清
張
の
や
は
り
「
捕
物
帳
」
の
「
役
者
絵
」
で
あ
っ
た
。

　

乱
歩
の
「
類
別
ト
リ
ッ
ク
集
成
」
が
連
載
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
、
十
月
「
宝
石
」
で
あ
る
。
戦
後
の
探
偵
小
説
界
を
牽

引
し
た
雑
誌
「
宝
石
」
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十
一
年
四
月
で
あ
っ
た
。
発
行
元
は
岩
谷
書
店
で
あ
る
。
そ
の
後
「
宝
石
」
は
、

戦
前
に
『
若
さ
ま
侍
捕
物
手
帖
』
で
探
偵
小
説
界
に
加
わ
っ
た
城
昌
幸
に
昭
和
三
十
一
年
七
月
号
か
ら
手
渡
さ
れ
、
新
た
に
宝
石
社
と
し

て
発
行
さ
れ
る
。
も
と
も
と
城
は
、「
宝
石
」
創
刊
時
の
主
幹
と
し
て
か
か
わ
っ
た
存
在
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
誌
面
上
の
変
化

は
全
く
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
発
行
元
の
事
務
所
の
住
所
も
岩
谷
書
店
の
ま
ま
で
あ
る
。
乱
歩
の
「
類
別
ト
リ
ッ
ク
集
成
」
の
執
筆

時
期
は
、
こ
の
城
昌
幸
の
経
営
よ
り
以
前
の
岩
谷
時
代
に
当
た
っ
て
い
る
が
、
城
と
乱
歩
は
一
体
に
な
っ
て
「
宝
石
」
を
支
え
あ
っ
た
仲

だ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
表
紙
に
は
た
え
ず
「
江
戸
川
乱
歩
編
集
」
の
文
字
が
あ
っ
た
。
城
は
自
分
と
傾
向
の
異
な
る
新
人
の
発
掘
に

も
意
欲
的
に
努
め
、
乱
歩
も
戦
後
乱
立
し
消
え
て
い
っ
た
数
多
く
の
探
偵
小
説
雑
誌
の
中
で
こ
の
「
宝
石
」
だ
け
は
守
り
通
す
意
気
込
み

で
私
財
も
つ
ぎ
込
ん
だ
が
、
乱
歩
の
健
康
状
態
の
悪
化
に
伴
い
、
昭
和
三
十
九
年
五
月
に
廃
刊
と
な
っ
た）

11
（

。
そ
の
後
「
宝
石
」
は
、
翌
年

の
昭
和
四
十
年
十
月
か
ら
、
光
文
社
に
よ
るK

appa M
agazine for a M

anʼs Life

と
銘
打
た
れ
た
総
合
雑
誌
へ
と
変
貌
す
る
。
そ
の
新

た
に
変
身
を
遂
げ
た
光
文
社
版
「
宝
石
」
の
創
刊
号
へ
清
張
が
贈
っ
た
の
が
、『
Ｄ
の
複
合
』
の
連
載
だ
っ
た
。

　

宝
石
社
時
代
の
「
宝
石
」
が
清
張
に
と
っ
て
忘
れ
が
た
い
の
は
、
な
に
よ
り
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
の
連
載
続
行
が
、
乱
歩
の
厚
誼
に
よ
っ

て
か
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う）

11
（

。
先
の
「
小
説
新
潮
」
が
清
張
を
推
理
小
説
家
に
押
し
上
げ
た
意
義
の
あ
る
雑
誌
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
宝

石
」の
十
九
年
に
及
ぶ
転
変
推
移
と
光
文
社
に
よ
る
再
刊
は
、清
張
に
は
っ
き
り
と
推
理
小
説
業
界
の
世
代
交
代
を
感
じ
さ
せ
た
そ
れ
だ
っ

た
に
相
違
な
い
。
ち
ょ
う
ど
光
文
社
に
よ
っ
て
新
た
な
「
宝
石
」
が
出
る
ち
ょ
う
ど
二
ヵ
月
前
に
巨
星
乱
歩
は
鬼
籍
に
入
っ
て
い
る
。「
役

者
絵
」
が
載
せ
ら
れ
た
の
は
「
別
冊
宝
石
」
だ
が）

1９
（

、「
推
理
小
説
特
集
号
」
と
銘
打
た
れ
た
表
紙
に
は
、「
松
本
清
張
責
任
編
集
」
と
あ
っ
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た
。
翌
々
年
の
昭
和
四
十
四
年
に
は
、「
光
文
社
カ
ッ
パ
・
ノ
ベ
ル
ズ
の
著
書
売
り
上
げ
部
数
が
、
こ
の
年
一
〇
〇
〇
万
部
を
突
破
し
た）

10
（

」

と
あ
る
よ
う
に
、
光
文
社
に
と
っ
て
上
り
坂
を
ひ
た
す
ら
歩
む
松
本
清
張
と
い
う
存
在
は
、
こ
う
し
た
特
集
を
束
ね
る
際
に
ま
さ
に
掛
け

が
え
の
な
い
名
前
と
な
っ
て
い
た
。「
別
冊
」
の
新
春
号
に
名
を
連
ね
る
十
三
名
の
作
家
た
ち
は
す
で
に
清
張
の
後
進
の
作
家
た
ち
と
言
っ

て
よ
い
存
在
ば
か
り
で
あ
る）

11
（

。「
役
者
絵
」
と
い
う
捕
物
帳
が
投
じ
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
状
況
下
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
「
別
冊
宝
石
」
に
は
時
代
小
説
、
捕
物
帳
は
清
張
の
「
役
者
絵
」
の
ほ
か
載
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　

こ
う
し
て
も
と
も
と
単
発
で
書
か
れ
た
は
ず
の
「
役
者
絵
」
だ
っ
た
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
清
張
は
再
び）

11
（

「
捕
物
帳
」
の
連
載
を
開

始
す
る
。「
役
者
絵
」
と
同
じ
く
昭
和
四
十
二
年
一
月
か
ら
講
談
社
の
「
小
説
現
代
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
紅
刷
り
江
戸
噂
』
の
シ
リ
ー
ズ

が
そ
れ
で
あ
る
。「
七
草
粥
」、「
虎
」、「
突
風
」、「
術
」
が
各
月
二
回
分
に
分
け
ら
れ
て
掲
載
が
続
き
、「
役
者
絵
」
を
加
え
た
全
五
話
が
、

現
在
の
『
紅
刷
り
江
戸
噂
』
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
「
虎
」
な
ど
は
明
ら
か
に
『
半
七
捕
物
帳
』
の
「
張
子
の
虎
」
を
意
識
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
詳
述
は
省
き
た
い）

11
（

。

　
「
役
者
絵
」
は
以
下
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
二
月
二
日
の
大
雪
の
二
日
灸
の
折
に
、
荷
揚
げ
人
足
の
宗
太
は
、
二
十
二
歳
の
お
蝶
と
い

う
美
し
い
囲
わ
れ
者
と
知
り
合
い
、す
ぐ
に
情
を
交
わ
す
仲
と
な
る
。お
蝶
の
旦
那
の
六
右
衛
門
は
浅
草
の
商
人
で
、五
十
代
の
後
半
だ
っ

た
。
お
蝶
は
掛
け
取
り
の
時
に
寄
っ
て
い
く
六
右
衛
門
を
殺
し
て
金
を
奪
い
、
駆
け
落
ち
を
す
る
よ
う
に
持
ち
掛
け
る
。
二
人
の
関
係
は

ま
だ
誰
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
宗
太
さ
え
お
蝶
と
の
関
係
を
口
を
割
ら
ず
に
い
れ
ば
捕
ま
る
こ
と
は
な
い
と
言
わ
れ
、
宗
太
も
同

意
し
て
殺
害
に
及
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
御
用
聞
き
の
文
五
郎
は
、
に
わ
か
に
景
気
の
好
く
な
っ
た
宗
太
に
目
を
つ
け
る
。
お
蝶
と
の
仲
は
お

ろ
か
、
知
り
も
し
な
い
人
物
だ
と
言
い
張
る
宗
太
に
、
お
蝶
の
部
屋
と
全
く
同
じ
し
つ
ら
え
を
し
た
部
屋
に
酔
い
つ
ぶ
し
た
宗
太
を
誘
い

込
み
、「
お
蝶
、
お
蝶
。
水
を
く
れ
」
と
思
わ
ず
声
を
上
げ
た
瞬
間
に
、
文
五
郎
た
ち
が
登
場
す
る
。
こ
の
部
屋
は
文
五
郎
の
手
先
の
四

畳
半
だ
っ
た
の
だ
。
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六
右
衛
門
が
通
う
お
蝶
の
部
屋
に
は
、
好
み
の
歌
舞
伎
役
者
の
似
顔
絵
が
貼
っ
て
あ
る
屏
風
が
あ
っ
た
。
酔
っ
た
宗
太
が
見
分
け
が
つ

か
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
役
者
絵
の
貼
ら
れ
た
屏
風
で
誤
魔
化
さ
れ
た
部
屋
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

あ
え
て
ミ
ス
テ
リ
ー
の
常
道
風
な
言
い
方
に
な
ら
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
一
種
の
倒
叙
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
倒
叙
も
の
と
言
っ
て

も
、
殺
害
に
及
ぶ
と
こ
ろ
な
ど
は
時
間
が
飛
ば
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
編
の
眼
目
は
、
犯
人
の
自
供
か
そ
れ
に
近
い
状
態
に
追
い
込
ま
れ

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
宗
太
が
知
ら
な
い
と
言
い
切
る
お
蝶
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
ア
ウ
ト
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
文
五
郎
が
用
い
た
の
が
、「
二
つ
の
部
屋
」
の
ト
リ
ッ
ク
だ
っ
た
。
本
作
に
対
し
て
す
で
に
権
田
萬
治

は
「
古
典
的
な
「
二
つ
の
部
屋
」
の
ト
リ
ッ
ク
を
逆
用
し
て
、
犯
人
に
本
音
を
吐
か
せ
る
」
と
明
確
な
定
義
づ
け
を
行
っ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
「
二
つ
の
部
屋
」
の
元
の
小
説
に
つ
い
て
は
、「
類
別
ト
リ
ッ
ク
集
成
」
の
中
で
は
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
た）

11
（

。

何
か
ら
何
ま
で
全
く
同
じ
部
屋
を
、
ビ
ル
の
一
階
と
上
の
方
の
階
と
に
作
り
、
被
害
者
を
一
階
で
身
動
き
出
来
な
い
よ
う
に
縛
り
、

そ
ば
に
時
限
爆
弾
を
仕
か
け
て
、
何
時
何
分
に
は
お
前
は
粉
み
じ
ん
に
な
る
と
云
い
渡
し
、
そ
れ
か
ら
眠
り
薬
を
の
ま
せ
て
、
被
害

者
を
上
の
階
の
部
屋
に
運
ん
で
お
く
。
被
害
者
は
、
眠
り
か
ら
さ
め
る
と
爆
発
寸
前
の
時
間
な
の
で
、
一
階
だ
と
思
い
、
ド
ア
を
あ

け
て
飛
び
出
す
。
と
こ
ろ
が
、
上
の
階
の
そ
の
部
屋
は
、
ド
ア
の
外
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
穴
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
へ
墜
落
し
て
死
ぬ

と
い
う
、
手
を
下
さ
ず
し
て
人
を
殺
す
ト
リ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。

　

か
な
り
手
の
込
ん
だ
不
自
然
な
殺
害
方
法
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
よ
う
が
、「
新
青
年
」（
大
正
十
一
年
七
月
特
別
増
刊
号
）
に
載
せ
ら

れ
て
い
る
原
作
を
読
む
と
、
あ
ま
り
そ
う
は
感
じ
な
い
。
妻
の
あ
や
ま
ち
を
ネ
タ
に
ゆ
す
り
を
か
け
て
く
る
チ
ン
ピ
ラ
の
よ
う
な
人
間
を

殺
す
た
め
、
自
ら
の
ア
リ
バ
イ
を
整
え
て
お
く
必
要
性
と
、
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
い
う
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
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も
の
を
利
用
し
た
点
、
こ
の
ト
リ
ッ
ク
は
明
ら
か
に
斬
新
さ
で
際
立
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
訳
者
は
前
年
に
処
女
作
「
恐
ろ
し
き
四
月
馬

鹿
」
を
同
誌
に
寄
せ
た
若
き
日
の
横
溝
正
史
で
あ
り
、
そ
の
初
め
て
の
翻
訳
で
あ
っ
た
。

　

乱
歩
は
こ
の
「
類
別
ト
リ
ッ
ク
集
成
」
の
中
で
、「
機
械
的
に
過
ぎ
、
二
三
の
例
外
を
除
い
て
幼
稚
な
ト
リ
ッ
ク
た
る
を
免
れ
な
い）

11
（

」

と
い
う
、
奇
抜
さ
を
狙
っ
た
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
「
幼
稚
」
さ
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
た
。「
犯
行
時
、
犯
人
が
室
内
に
い
な
か
っ
た

も
の
」
の
う
ち
の
「
室
内
の
機
械
的
な
装
置
に
よ
る
も
の
」
が
そ
れ
に
当
た
る
が
、
そ
の
隣
に
併
記
し
て
あ
る
「
室
外
よ
り
の
遠
隔
殺
人
」

な
ど
は
、
例
え
ば
野
村
胡
堂
の
『
銭
形
平
次
捕
物
控
』
の
「
花
見
の
留
守
」
で
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
縄
田
一
男
の
「
解

説
）
11
（」

で
の
引
用
を
そ
の
ま
ま
使
え
ば
、
胡
堂
自
身
は
こ
こ
で
「
学
者
大
人
に
も
頭
を
一
つ
捻
ら
せ
る
謎
を
用
意
し
た
」
よ
う
だ
が
、
平
次

の
解
決
の
仕
方
の
性
急
さ
も
含
め
て
「
幼
稚
」
さ
が
漂
う
の
は
、
こ
う
し
た
「
類
別
」
化
さ
れ
得
る
使
い
古
さ
れ
た
既
存
の
「
ト
リ
ッ
ク
」

を
そ
の
ま
ま
「
捕
物
帳
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
持
ち
込
ん
だ
た
め
だ
ろ
う
。
ひ
ず
み
を
作
ら
な
い
よ
う
に
説
明
を
施
せ
ば
施
す
ほ
ど
、
観か

ん

世ぜ

撚よ

り
を
使
っ
た
鉄
砲
の
自
動
発
射
な
ど
は
不
自
然
に
見
え
て
し
ま
う
。
胡
堂
は
こ
こ
で
は
意
識
的
に
背
伸
び
を
し
て
そ
う
し
た
無
理
の

あ
る
方
法
の
ト
リ
ッ
ク
を
使
っ
て
見
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
胡
堂
自
身
は
む
し
ろ
、
江
戸
と
い
う
近
代
以
前
の
歴
史
的
拘
束
を
背
景
と

し
て
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
捕
物
帳
」
の
世
界
を
、
そ
の
極
限
化
さ
れ
る
制
約
の
世
界
ゆ
え
に
一
つ
の
可
能
性
の
あ
る
「
文
学
」

と
し
て
、
称
揚
も
し
自
ら
恃
ん
で
い
た
作
家
で
も
あ
っ
た）

11
（

。

捕
物
小
説
の
構
成
上
の
制
約
は
実
に
大
き
い
。
第
一
に
、
ピ
ス
ト
ル
も
青
酸
加
里
も
使
へ
な
い
。
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
で
活
躍
す
る
こ
と

も
出
来
な
い
。
時
間
の
問
題
に
し
て
も
、
ゴ
ー
ン
と
鳴
る
鐘
の
音
に
し
か
頼
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
こ
の
様
に
非
常
に
極
限
さ
れ
た

制
約
の
中
で
、
人
間
と
人
間
―
心
と
心
と
の
ふ
れ
合
ひ
の
中
に
、
た
だ
、
人
情
の
機
微
の
中
に
ト
リ
ッ
ク
が
生
れ
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
一
切
の
「
非
人
間
」
は
活
躍
の
余
地
な
く
、
た
だ
「
人
間
」
そ
の
も
の
に
関
聯
し
て
ト
リ
ッ
ク
が
生
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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「
捕
物
帳
」
を
「
季
」
の
文
学
で
あ
る
と
言
い
切
っ
た
白
石
潔
の
「
軍
閥
と
闘
つ
た
『
捕
物
帳

）
1９
（』」

で
も
引
用
さ
れ
た
胡
堂
の
有
名
な
「
捕

物
小
説
」
観
で
あ
る
。
先
の
平
次
も
の
と
の
矛
盾
は
な
い
の
か
と
疑
い
た
く
な
る
が
、
胡
堂
の
中
で
は
お
そ
ら
く
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
再
び
乱
歩
の
「
類
別
ト
リ
ッ
ク
集
成
」
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ト
リ
ッ
ク
を
再
利
用
す
る
の
は
、
そ
の
変
化
と
創
意
に
よ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る）

10
（

。

「
一
人
二
役
」
に
せ
よ
、「
密
室
」
に
せ
よ
、
よ
く
も
こ
ん
な
に
重
複
し
て
使
わ
れ
た
も
の
だ
と
、
探
偵
小
説
の
局
外
者
に
は
バ
カ
バ

カ
し
く
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
「
一
人
二
役
」「
密
室
」
の
中
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
変
化
が
あ
り
、
夫
々
創
意
が

あ
り
、
探
偵
小
説
好
き
は
、
そ
う
い
う
変
化
と
創
意
さ
え
あ
れ
ば
、
決
し
て
又
か
と
い
う
嫌
悪
感
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
清
張
の
「
役
者
絵
」
に
は
、
ど
ん
な
変
化
と
創
意
と
が
認
め
ら
れ
る
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

５

　

乱
歩
が
「「
二
つ
の
部
屋
」
ト
リ
ッ
ク
」
の
項
目
で
作
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
作
品
は
全
部
で
五
つ
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
ロ
バ
ー
ト
・

ウ
イ
ン
ト
ン
も
し
く
は
Ｆ
・
Ｇ
・
ハ
ー
ス
ト
が
作
者
だ
と
す
る
「
二
つ
の
部
屋
」。
デ
ィ
ク
ス
ン
の
「
存
在
し
な
い
部
屋
の
犯
罪
」。
ク
ィ
ー

ン
の
「
神
の
燈
火
」。
そ
し
て
作
者
名
が
省
か
れ
て
お
り
「
通
俗
も
の
で
は
」
と
断
っ
て
、「
フ
ァ
ン
ト
マ
物
語
」。
そ
し
て
そ
れ
を
借
用

し
自
身
が
昭
和
五
年
に
「
キ
ン
グ
」
に
発
表
し
た
『
黄
金
仮
面
』
を
挙
げ
て
い
る
。
デ
ィ
ク
ス
ン
は
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ク
ス
ン
・
カ
ー
、
ク
ィ
ー

ン
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
エ
ラ
リ
ー
・
ク
ィ
ー
ン
の
こ
と
で
あ
る
。
乱
歩
は
こ
の
「
神
の
燈
火
」
を
い
た
く
気
に
入
っ
た
よ
う
で
、
戦
後

す
ぐ
に
自
身
で
「
黒
い
家
」
と
し
て
抄
訳
を
試
み
て
い
る
。「
フ
ァ
ン
ト
マ
物
語
」
と
あ
る
の
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ス
ヴ
ェ
ス
ト
ル
と
マ
ル
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セ
ル
・
ア
ラ
ン
の
共
同
執
筆
か
ら
成
る
『
フ
ァ
ン
ト
マ
』
シ
リ
ー
ズ
の
第
二
作
『
フ
ァ
ン
ト
マ
対
ジ
ュ
ー
ヴ
警
部
』
で
あ
る
こ
と
は
、
す

で
に
平
山
雄
一
の
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
の
『
黄
金
仮
面
』
の
「
註
釈
」
に
詳
し
い
報
告
が
な
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
一
つ
だ
け
そ
こ
に
付
け
加

え
る
な
ら
ば
、
乱
歩
が
『
黄
金
仮
面
』
の
作
中
で
要
約
し
て
い
る
部
分
が
、
原
作
と
合
わ
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
行
入
手
で
き
る
唯

一
の
翻
訳
で
あ
る
ハ
ヤ
カ
ワ
文
庫
の
『
フ
ァ
ン
ト
マ
対
ジ
ュ
ー
ヴ
警
部
』
の
訳
者
佐
々
木
善
郎
も
、「
訳
者
あ
と
が
き
」
の
中
で
触
れ
て

い
て
引
用
し
て
い
る
箇
所
で
も
あ
る
が
、『
黄
金
仮
面
』
の
語
り
手
は
、
血
ま
み
れ
の
女
の
死
体
が
次
に
そ
の
部
屋
に
入
っ
た
と
き
に
、「
あ

と
か
た
も
な
く
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た）

11
（

」
と
し
て
い
る
が
、『
フ
ァ
ン
ト
マ
対
ジ
ュ
ー
ヴ
警
部
』
で
は
、
何
も
な
か
っ
た
部
屋
に
入
っ
て

み
る
と
そ
こ
に
さ
っ
き
ま
で
な
か
っ
た
死
体
が
置
か
れ
て
い
た）

11
（

と
い
う
も
の
で
、
設
定
が
真
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ

れ
は
乱
歩
の
記
憶
違
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
黄
金
仮
面
』
も
そ
の
源
流
た
る
『
フ
ァ
ン
ト
マ
対
ジ
ュ
ー
ヴ
警
部
』
も
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
使
っ
た
大
仕
掛
け
の
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、

ク
ィ
ー
ン
に
至
っ
て
は
家
ご
と
別
に
用
意
す
る
と
い
う
体
の
も
の
な
の
で
、
清
張
の
「
役
者
絵
」
に
一
番
近
し
い
の
は
、
デ
ィ
ク
ス
ン
の

「
存
在
し
な
い
部
屋
の
犯
罪
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
同
じ
フ
ロ
ア
に
あ
る
そ
っ
く
り
の
間
取
り
を
も
つ
重
役
の
部
屋

を
装
っ
て
、
招
き
入
れ
た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
人
の
金
持
ち
に
ウ
ソ
が
ば
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
場
で
撲
殺
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
犯
人
が
、

ル
ー
ム
メ
イ
ト
の
目
を
欺
く
と
い
っ
た
趣
向
が
と
ら
れ
て
お
り
、
酩
酊
者
に
よ
る
錯
覚
と
い
う
意
味
で
も
、
ま
た
小
道
具
と
し
て
使
わ
れ

る
部
屋
の
絵
画
に
お
い
て
も
、
文
五
郎
に
騙
さ
れ
て
酒
を
飲
ま
さ
れ
た
宗
太
の
設
定
に
き
わ
め
て
近
い
。
現
行
で
は
、
江
戸
川
乱
歩
編
『
世

界
短
編
傑
作
集
５
』
に
宇
野
利
泰
訳
「
見
知
ら
ぬ
部
屋
の
犯
罪
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。
た
だ
し
清
張
と
本
作
の
接
点
に
関
し
て

は
今
回
未
解
明
の
ま
ま
終
わ
っ
た
。

　

先
の
権
田
が
指
摘
し
た
「
古
典
的
な
「
二
つ
の
部
屋
」
の
ト
リ
ッ
ク
を
逆
用
し
て
、
犯
人
に
本
音
を
吐
か
せ
る
」
と
あ
る
通
り
、
乱
歩

が
挙
げ
た
五
つ
の
作
品
の
中
で
使
わ
れ
た
「
二
つ
の
部
屋
」
は
す
べ
て
犯
人
側
が
用
い
た
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
清
張
の
「
役
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者
絵
」
で
は
探
偵
側
で
あ
る
文
五
郎
が
用
い
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
権
田
の
「
逆
用
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
「
役
者
絵
」
の
持
つ
犯
行
と
解
明
の
図
は
、
以
前
清
張
が
「
小
説
新
潮
」
時
代
に
発
表
し
た
「
反
射
」
に
酷
似
し
て
い
る
。
と
も
に
犯

行
の
自
白
を
迫
る
も
の
だ
。「
反
射
」
で
は
先
述
の
通
り
、「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ク
」
の
心
理
試
験
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
言
う

ま
で
も
な
く
乱
歩
の
出
発
の
「
心
理
試
験
」
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
見
た
見
な
い
の
争
点
と
な
る
の
が
、
小
野
小
町

の
顔
が
描
か
れ
た
屏
風
で
あ
っ
た
。「
役
者
絵
」
に
お
い
て
、
簡
易
な
部
屋
の
模
様
替
え
と
し
て
利
用
さ
れ
た
唯
一
の
小
道
具
が
、
や
は

り
役
者
絵
の
貼
ら
れ
た
屏
風
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
名
の
乱
歩
が
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
、
言
い
換
え
れ
ば
日
本
の
独
自
の
探
偵
が
生
れ

出
た
そ
の
瞬
間
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
可
能
な
「
屏
風
」
だ
っ
た
と
言
え
ば
、
は
た
し
て
言
い
過
ぎ
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
清

張
に
と
っ
て
、
乱
歩
の
初
期
作
品
の
う
ち
で
、
こ
の
「
心
理
試
験
」
の
み
が
他
の
作
品
と
一
線
を
画
す
る
も
の
と
し
て
ず
っ
と
認
識
さ
れ

て
い
た
事
実
は
、
次
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る）

11
（

。

乱
歩
は
、
恐
ら
く
こ
の
「
心
理
試
験
」
に
全
力
を
傾
倒
し
た
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
失
業
時
代
の
彼
が
今
ま
で
ア
ル
バ
イ
ト
的
に
書

い
て
い
た
作
品
を
職
業
作
家
と
し
て
の
も
の
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
素
人
の
余
技
的
な
も
の
に
顛
落
す
る
か
、
そ
の
岐
路
に
立
っ
て

の
試
金
石
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
、
乱
歩
は
、
そ
の
頃
私
淑
し
て
い
た
森
下
雨
村
や
小
酒
井
不
木
に
そ
の
技
能
を
問
う
べ
く
、
こ
の
作

品
に
彼
の
全
才
能
を
投
入
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
清
張
自
身
の
体
験
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
誰
し
も
職
業
作
家
を
夢
見
つ
つ
も
、
そ
の
自
信
と
不
安
に
さ
い
な
ま
れ

続
け
な
が
ら
、
作
品
を
書
き
進
め
て
い
く
し
か
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
「
解
説
」
を
書
く
時
の
清
張
が
よ
り
身
近
に
感
じ
た
の
は
、

戦
後
の
大
御
所
と
し
て
の
乱
歩
で
な
く
、
今
ま
で
の
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
に
む
し
ろ
近
い
全
力
を
投
入
す
る
青
年
期
の
乱
歩
の
姿
で
あ
り
、
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そ
こ
に
重
ね
る
よ
う
に
し
て
あ
る
自
分
自
身
で
は
な
か
っ
た
か
。「
小
説
新
潮
」
に
お
け
る
文
壇
両
作
家
と
の
「
推
理
小
説
」
で
の
競
い

合
い
は
わ
ず
か
三
年
前
の
生
々
し
い
記
憶
の
は
ず
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
か
ら
す
で
に
十
年
を
経
過
し
、「
役
者
絵
」
を
書
く
清
張
に
は
明

ら
か
に
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ご
く
簡
単
に
言
え
ば
、
彼
が
推
理
小
説
界
の
次
の
巨
匠
に
自
他
と
も
認
め
る
存
在
と
し
て
な
り

お
お
せ
た
た
め
で
あ
る
。「
役
者
絵
」
の
自
白
の
さ
せ
方
は
、
か
つ
て
の
「
反
射
」
の
そ
れ
の
よ
う
に
偶
然
の
反
応
（
反
射
）
作
用
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
用
意
さ
れ
た
計
画
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。『
フ
ァ
ン
ト
マ
』
や
『
黄
金
仮
面
』
の
よ
う
に
も
と
も
と
荒

唐
無
稽
な
大
仕
掛
け
に
な
り
が
ち
の
ト
リ
ッ
ク
を
、
江
戸
の
長
屋
の
四
畳
半
の
よ
う
な
思
い
も
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
捜
査
の
側

と
し
て
応
用
し
た
の
は
、
乱
歩
の
言
う
と
こ
ろ
の
ま
さ
に
「
変
化
と
創
意
」
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
「
捕
物
帳
」
と
い
う
簡
易
な
江
戸
の
世

界
を
背
景
に
し
て
こ
そ
生
か
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
「
二
つ
の
部
屋
」
の
ト
リ
ッ
ク
だ
っ
た
こ
と
を
逆
に
証
明
し
て
見
せ
た
よ
う
な
作
品
と

も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
　

６

　

振
り
返
っ
て
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
二
作
品
の
「
捕
物
帳
」
を
見
る
と
、
清
張
の
独
自
性
が
薄
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え

ば
こ
こ
に
は
、
確
か
に
『
無
宿
人
別
帳
』
で
試
み
た
、「
無
宿
人
」
と
い
う
江
戸
に
彷
徨
し
て
い
た
、
歴
史
の
陰
に
隠
れ
た
あ
ま
た
の
無

名
的
存
在
に
対
す
る
新
た
な
掘
り
起
こ
し
の
よ
う
な
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
『
無
宿
人
別
帳
』
の
第
一
話
の
「
町
の

島
帰
り
」
で
も
っ
て
、
島
帰
り
を
し
た
男
の
女
を
付
け
狙
う
よ
う
な
卑
劣
な
目
明
し
を
ま
ず
創
造
し
て
み
せ
る
清
張
に
と
っ
て
、
ユ
ー
ト

ピ
ア
に
近
い
人
情
話
に
依
拠
す
る
よ
う
な
岡
っ
引
の
親
分
像
を
創
造
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
例
え
ば
先
の

『
半
七
』
の
「
春
の
雪
解
」
に
し
て
も
、
殺
し
た
死
体
を
自
分
の
家
の
床
下
に
ず
っ
と
埋
め
て
置
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
匂
い

と
い
う
も
の
が
全
く
介
在
し
な
い
。
そ
こ
へ
通
う
按
摩
が
話
す
気
味
悪
さ
が
半
七
に
伝
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
怪
談
へ
と
飛
躍
す
る
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要
素
で
あ
っ
て
、
物
語
世
界
で
起
こ
っ
た
は
ず
の
現
実
の
犯
罪
や
犯
行
は
む
し
ろ
遠
の
い
て
し
ま
う
。「
捕
物
帳
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の

持
つ
難
し
さ
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
と
い
う
よ
り
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
後
世
の
作
家
た
ち
が
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
そ
こ
に

は
あ
る
だ
ろ
う
。
清
張
は
事
実
上
最
後
の
「
捕
物
帳
」
シ
リ
ー
ズ
と
な
っ
た
、『
紅
刷
り
江
戸
噂
』
で
何
か
そ
の
こ
と
を
残
し
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
意
味
を
込
め
て
注
目
し
た
い
の
が
、『
紅
刷
り
江
戸
噂
』
の
最
終
話
に
な
っ
た
「
術
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
き
く
捉

え
る
な
ら
ば
、
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
浪
人
の
「
女め

敵が
た
き

討う

ち
」
を
、
岡
っ
引
の
忠
七
が
望
見
し
た
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
女

敵
討
ち
」
と
は
、
妻
を
寝
取
ら
れ
た
武
士
が
逃
げ
て
い
っ
た
妻
と
そ
の
相
手
を
見
つ
け
出
し
同
時
に
斬
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
の

主
人
公
で
あ
る
西
国
浪
人
の
葉
村
庄
兵
衛
は
、
男
の
方
を
取
り
逃
が
し
て
い
る
。
女
を
殺
さ
れ
た
相
手
の
浪
人
者
は
恐
れ
を
な
し
て
逃
げ

出
し
て
し
ま
っ
た
。
が
、
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
斬
ら
れ
た
女
が
、
庄
兵
衛
の
妻
で
あ
る
の
か
も
実
は
判
然
と
し
な
い
。
そ
れ
を
そ
う
見

立
て
る
役
割
が
、
つ
か
の
間
庄
兵
衛
と
関
わ
り
合
い
を
持
っ
た
岡
っ
引
の
忠
七
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
道
芸
を
生
業
に
し
て
い
た
庄
兵

衛
も
ま
た
何
も
言
い
残
さ
ず
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

　

庄
兵
衛
が
忠
七
と
関
わ
っ
た
の
は
、
度
重
な
る
奇
態
な
辻
斬
り
の
嫌
疑
を
、
居
合
抜
き
を
し
て
い
る
庄
兵
衛
自
身
に
向
け
た
た
め
で
あ

る
。
上
野
広
小
路
の
大
道
で
自
ら
を
刀
で
傷
つ
け
止
血
の
粉
薬
を
売
っ
て
商
売
と
し
て
い
る
庄
兵
衛
は
、
根
が
善
良
な
男
で
、
岡
っ
引
の

忠
七
の
抱
え
た
謎
を
一
緒
に
な
っ
て
解
い
て
や
る
。
辻
斬
り
に
あ
っ
た
者
は
一
様
に
手
を
縛
ら
れ
た
ま
ま
で
首
を
刎
ね
ら
れ
て
い
た
が
、

お
だ
や
か
な
顔
を
浮
か
べ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
庄
兵
衛
は
忠
七
の
前
で
そ
れ
を
実
演
し
て
見
せ
る
。
喧
嘩
の
仲
裁
を
装
っ
て
見
物
人

か
ら
金
を
巻
き
上
げ
る
算
段
で
も
っ
て
、
白
昼
で
の
辻
斬
り
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
と
し
た
庄
兵
衛
の
「
推
察
」
は
た
し
か
に
当
た
っ
て

い
た
。
捕
ま
っ
た
の
も
浪
人
者
だ
っ
た
が
、
庄
兵
衛
が
「
云
っ
た
通
り
の
方
法
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
男
ば
か
り
が
殺
さ
れ

た
中
で
、
唯
一
女
の
被
害
者
が
あ
っ
た
。
西
国
訛
り
の
あ
る
、
や
は
り
浪
人
者
の
妻
で
、
二
年
前
か
ら
本
所
の
裏
長
屋
に
住
み
つ
い
て
い
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た
が
、
こ
れ
も
首
を
落
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
顔
が
恐
怖
で
ゆ
が
ん
で
い
る
の
が
何
よ
り
他
と
の
違
い
だ
っ
た
が
、
女
は
斬
ら
れ
る
前
に

ひ
ざ
ま
ず
い
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。

　

こ
こ
に
は
、
連
続
殺
人
の
中
に
ま
ぎ
れ
た
別
種
の
殺
人
と
い
う
趣
向
が
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
。
こ
の
場
合
は
そ
の
例
外
の
側
に
、
ミ

ス
テ
リ
ー
と
し
て
の
真
実
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
殺
さ
れ
た
女
の
夫
婦
仲
は
決
し
て
悪
く
な
か
っ
た
の
で
、
亭
主
が
犯
し
た
犯
行
と
し

て
は
成
り
立
た
な
い
。
ま
た
、
捕
ま
っ
た
辻
斬
り
犯
人
の
浪
人
も
貧
乏
暮
ら
し
で
妻
に
逃
げ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
女
を
斬
っ
た
覚
え

は
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
捕
ま
っ
た
男
の
動
機
は
一
種
の
通
り
魔
的
犯
行
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
女
を
斬
っ
た
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な

犯
人
が
、
辻
斬
り
の
謎
を
解
い
た
葉
村
庄
兵
衛
だ
っ
た
よ
う
な
の
だ
。
葉
村
庄
兵
衛
の
心
の
う
ち
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
は
真
相
は
不
明

だ
が
、
そ
れ
が
誰
に
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
犯
行
、
動
機
を
含
め
た
真
相
す
べ
て
が
宙
吊
り
に
さ
れ
た
ま
ま
で
作
品
は
お

わ
っ
て
し
ま
う
。葉
村
が
手
を
下
し
た
か
ど
う
か
は
、殺
さ
れ
た
女
が
、葉
村
の
元
の
妻
で
あ
る
こ
と
が
最
低
条
件
と
し
て
必
要
だ
が
、岡
っ

引
の
忠
七
は
そ
の
探
査
に
乗
り
出
す
こ
と
も
な
い
。

　

事
件
を
解
決
し
な
い
と
い
う
意
味
で
言
え
ば
、
こ
れ
は
従
来
の
「
捕
物
帳
」
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
だ
ろ
う
。
が
、
他
の
『
紅
刷
り

江
戸
噂
』
の
作
品
で
も
、
ま
た
先
行
し
た
『
彩
色
江
戸
切
絵
図
』
に
お
い
て
も
、
岡
っ
引
が
事
件
を
解
く
こ
と
が
な
い
場
合
は
多
々
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
ピ
カ
レ
ス
ク
な
生
き
方
を
す
る
町
人
の
生
き
ざ
ま
が
男
女
と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
犯
行
や
犯
罪
、
何
よ
り

人
間
の
欲
望
が
生
々
し
く
う
ず
く
と
い
う
清
張
ら
し
い
動
機
が
常
に
存
在
し
て
い
た
。「
術
」
は
、
犯
行
だ
け
が
あ
り
、
犯
罪
が
な
い
。

そ
れ
に
は
不
義
者
を
討
つ
と
い
う
江
戸
時
代
の
し
き
た
り
が
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
彼
は
堂
々
と

自
分
の
行
為
を
説
明
し
な
い
の
か
が
疑
問
と
し
て
残
る
だ
ろ
う
。
女
の
男
は
、
臆
病
に
も
さ
っ
さ
と
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
よ
う
な
男
だ
っ

た
。
し
か
し
そ
ん
な
薄
情
に
も
見
え
る
男
と
で
も
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
平
穏
な
暮
ら
し
を
女
は
送
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
女
を
わ
ざ
わ

ざ
探
し
出
し
、
斬
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
葉
村
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
根
が
善
良
で
気
さ
く
な
様
子
の
彼
の
印
象
と
は
お
よ
そ
異
な
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る
。
し
か
も
女
に
は
、
斬
ら
れ
る
際
に
命
乞
い
を
し
て
い
た
よ
う
な
様
子
さ
え
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
何
が
彼
を
そ
ん
な
に
も

許
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
葉
村
庄
兵
衛
と
い
う
人
間
の
持
つ
不
可
解
さ
だ
け
が
、
不
条
理
な
謎
と
し
て
最
後
ま
で
残

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
物
言
い
だ
が
、
彼
の
持
つ
心
の
闇
が
、
い
わ
ゆ
る
従
来
型
の
犯
罪
者
の
抱
く
動

機
や
行
動
、
そ
の
心
理
心
情
と
い
っ
た
「
犯
罪
」
に
繋
が
る
も
ろ
も
ろ
の
ミ
ス
テ
リ
ー
と
し
て
の
要
素
を
、
む
し
ろ
こ
と
ご
と
く
断
ち
切

る
か
あ
る
い
は
深
く
覆
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
な
の
だ
。

　
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
推
察
だ
。
あ
と
は
親
分
の
判
断
だ
な
」
と
、
首
斬
り
の
一
件
を
証
明
し
て
見
せ
た
葉
村
は
語
る
。
し
か
し
解
決
さ

れ
た
、
こ
れ
と
は
別
の
、
女
の
事
件
へ
の
忠
七
の
新
た
な
「
判
断
」「
推
察
」
の
み
が
最
後
ま
で
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
確
認

さ
れ
た
の
は
気
さ
く
で
親
切
な
浪
人
葉
村
庄
兵
衛
に
あ
っ
た
「
暗
い
影
」
の
存
在
だ
っ
た
。
し
か
し
忠
七
は
先
の
よ
う
に
「
駆
け
る
よ
う

に
」
葉
村
を
追
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
「
捕
物
帳
」
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
、
見
逃
し
の
構
図
と
似
て
な
く
は
な
い
が
、
ま
た
ど

こ
か
微
妙
に
異
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
奇
怪
な
シ
リ
ア
ル
殺
人
の
謎
が
や
が
て
別
の
犯
行
を
犯
す
こ
と
に
な
る
人
物
の

「
推
察
」
に
よ
っ
て
見
事
に
解
か
れ
、
一
つ
だ
け
残
さ
れ
た
謎
め
い
た
犯
行
を
犯
し
た
人
間
は
そ
の
動
機
も
明
ら
か
で
な
い
ま
ま
出
奔
し

捕
ま
ら
な
い
、
そ
し
て
探
偵
役
も
そ
の
容
疑
者
ら
し
い
人
物
を
追
お
う
と
し
な
い
と
い
う
ひ
ど
く
奇
妙
で
歪
な
形
の
「
捕
物
帳
」
が
成
立

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
一
体
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
す
る
答
え
で
は
な
い
が
、
庄
兵
衛
と
い
う
人
物
は
、「
術
」
と
い
う
自
身
の
持
つ
技
に
つ
い
て
独
自
の
考
え
を
抱
い
て
い
た
。

大
道
芸
を
し
て
い
る
庄
兵
衛
は
因
縁
を
つ
け
て
き
た
イ
カ
サ
マ
だ
け
を
す
る
香や

し
具
師
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
自
説
を
説
い
て
み
せ
る）

11
（

。

「
な
る
ほ
ど
、
お
ま
え
の
云
う
通
り
、
お
れ
の
こ
の
薬
は
効
か
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
、
お
れ
は
自
分
の
腕
に
傷
を
つ
け
て
血
が

止
る
術
を
知
っ
て
い
る
。
薬
よ
り
も
術
を
売
っ
て
い
る
の
だ
。
見
物
衆
は
お
れ
の
薬
が
ど
れ
ほ
ど
効
能
が
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
っ
て
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い
る
が
、
こ
の
わ
が
身
を
傷
つ
け
て
ま
で
商
売
を
し
て
い
る
の
に
免
じ
て
買
っ
て
下
さ
る
の
だ
。
い
わ
ば
わ
し
の
術
を
買
っ
て
下
さ

る
の
だ
」

「
術
だ
と
？
」

「
そ
う
だ
。
こ
れ
は
わ
し
だ
け
し
か
出
来
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
べ
つ
に
カ
ラ
ク
リ
も
何
も
な
い
。
修
練
だ
。
そ
こ
へ
ゆ
く
と
お
ま

え
の
は
前
口
上
に
手
品
を
見
せ
、
そ
の
あ
と
イ
カ
サ
マ
の
奥
義
を
売
り
つ
け
る
。
こ
り
ゃ
術
じ
ゃ
な
い
。
ど
う
せ
香
具
師
の
品
物
だ

が
、
そ
の
イ
カ
サ
マ
は
困
る
」　

　

こ
こ
で
葉
村
庄
兵
衛
が
整
然
と
説
い
て
見
せ
る
「
術
」
と
は
何
か
。
同
じ
く
、
ど
う
せ
香
具
師
の
品
物
だ
が
、「
イ
カ
サ
マ
」
は
困
る

と
言
っ
て
い
る
「
イ
カ
サ
マ
」
と
は
何
か
。
庄
兵
衛
は
こ
の
術
は
自
分
だ
け
し
か
で
き
な
い
も
の
と
も
言
っ
て
い
た
。
彼
の
血
が
止
ま
る

の
は
、
薬
の
せ
い
で
は
な
く
、
彼
が
体
得
し
た
術
の
お
か
げ
で
あ
り
、
見
物
衆
は
「
わ
が
身
を
傷
つ
け
る
」
庄
兵
衛
に
免
じ
て
、
そ
の
薬

を
買
っ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
と
言
う
。
庄
兵
衛
の
名
は
、
あ
る
い
は
「
商
売
」
に
通
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
は
「
術
」
と
「
イ
カ

サ
マ
」
と
の
両
義
の
部
分
を
、
虚
実
の
皮
膜
の
よ
う
に
使
い
分
け
生
き
抜
く
こ
と
に
熟
達
し
た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
血
を
止
め
る

「
術
」
は
、「
修
練
」
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
こ
に
何
の
カ
ラ
ク
リ
も
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
正
直
な
と
こ
ろ
こ
れ
を
ど
う
取
り
扱
う
べ

き
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
ど
こ
か
こ
の
庄
兵
衛
に
体
現
さ
れ
た
「
術
」
は
、
捕
物
帳
の
域
を
超
え
、
清
張
が
置
か
れ
て
い
た
昭
和
四
十

年
代
の
推
理
小
説
状
況
に
響
い
て
い
く
一
つ
の
警
鐘
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
。「
別
冊
宝
石
」
や
そ
の
発
展
し
た
形
で
あ
る
「
別

冊
小
説
宝
石
」
に
限
っ
て
言
え
ば）

11
（

、
そ
こ
で
の
ミ
ス
テ
リ
ー
は
す
で
に
大
き
く
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
推
理
小
説
特
集
」（
昭
和
四
十
二
年
六

月
「
別
冊
宝
石
」）
や
「
産
業
ス
パ
イ
小
説
特
集
」（
昭
和
四
十
二
年
八
月
「
別
冊
小
説
宝
石
」）
の
よ
う
に
独
自
の
変
容
を
起
こ
し
分
岐

し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
ミ
ス
テ
リ
ー
自
体
が
全
体
と
し
て
ど
こ
か
軽
量
化
し
て
い
く
よ
う
な
量
産
に
入
っ
て
い
く
の
が
、
こ
の
第
三
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期
の
「
宝
石
」
の
昭
和
四
十
年
代
の
様
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い）

11
（

。

　

ま
た
、
こ
の
「
術
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
係
を
表
す
比
喩
と
し
て
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
。
完
全
に
新
し
い

ト
リ
ッ
ク
自
体
を
創
出
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
「
術
」
だ
け
は
、
身
を
削
る
よ
う
な
修
練
の
果
に
な
ん
と
か
手
に
し

て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
人
物
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
清
張
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

清
張
を
じ
か
に
知
っ
て
い
た
人
物
た
ち
は
し
ば
し
ば
こ
の
浪
人
葉
村
の
風
貌
に
松
本
清
張
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た）

1９
（

。
そ
れ
は
た
だ

の
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
興
味
あ
る
指
摘
で
あ
る
。
清
張
は
自
分
の
風
貌
と
同
じ
よ
う
な
人
物
と
い
う
も
の
を
ほ
と
ん
ど
書
か
な
か
っ

た
作
家
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
似
た
顔
つ
き
を
持
っ
た
人
物
は
、
忽
然
と
岡
っ
引
の
前
か
ら
姿
を
消
し
た
。
少
な
く
と
も
、
鮮
や
か

す
ぎ
る
、
そ
れ
は
退
場
劇
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

十
九
世
紀
に
成
り
立
ち
確
立
し
始
め
た
探
偵
小
説
の
流
れ
が
二
十
世
紀
に
入
り
、
日
本
で
前
近
代
の
江
戸
の
時
代
を
背
景
と
し
た
独
自

の
ロ
ー
カ
ル
な
ミ
ス
テ
リ
ー
で
あ
る
「
捕
物
帳
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
舞
台
に
は
数
多
く
の
目
明
し
や
岡
っ
引
が
登

場
し
た
。
一
方
で
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
も
の
の
残
像
を
追
う
捕
物
帳
は
、
江
戸
の
風
情
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
人
情
の
世
界
を
垣
間
見
せ

る
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
。
白
石
潔
が
証
言
し
て
い
る
防
空
壕
下
で
も
読
み
続
け
ら
れ
て
い
た
捕
物
帳
に
は
、
そ
う
し
た
郷
愁
と
切
り
離

す
こ
と
の
で
き
な
い
魅
力
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
捕
物
帳
自
体
が
、
過
去
の
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
遺
産
と
江
戸
の
生
活
と
い
う
二

重
の
郷
愁
を
常
に
夢
見
る
も
の
と
し
て
自
己
を
規
定
す
る
働
き
か
ら
き
て
い
る
が
、
清
張
の
最
後
に
書
い
た
捕
物
帳
で
あ
る
「
術
」
は
そ

れ
に
何
か
深
い
一
石
を
投
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
） 

山
田
有
策
「
江
戸
の
〈
切
絵
図
〉
と
〈
噂
〉
―
捕
物
帳
と
清
張
―
」（「
松
本
清
張
研
究
」
第
七
号　

二
〇
〇
六
年
三
月　

北
九
州

市
立
松
本
清
張
記
念
館
）
九
〇
頁
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（
２
） 

吉
野
泰
平
「
松
本
清
張
「
穴
の
中
の
護
符
」
と
『
半
七
捕
物
帳
』
―
「
擬
本
」
と
い
う
方
法
―
」「
松
本
清
張
研
究
」
第
十
九
号　

二
〇
一
八
年
三
月　

北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
）

（
３
） 
野
崎
六
助
『
捕
物
帖
の
百
年　

歴
史
の
光
と
影
』（
二
〇
一
〇
年
七
月　

彩
流
社
）
二
〇
四
頁

（
４
） 

松
本
清
張
、
平
野
謙
、
江
戸
川
乱
歩
「
座
談
会　

推
理
小
説
と
文
学
」（「
宝
石
」
昭
和
三
十
四
年
五
月　

宝
石
社
）
二
三
〇
頁

（
５
） 

三
好
行
雄
「
解
説
」『
突
風
』（
一
九
七
四
年
三
月　

中
公
文
庫
）
二
六
八
頁

（
６
） 

「
穴
の
中
の
護
符
」
の
引
用
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
発
行
の
単
行
本
『
突
風
』（
海
燕
社
）
に
拠
る
。
な
お
こ
の
作
品
は
、
中

公
文
庫
で
は
一
番
最
後
に
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
上
記
単
行
本
で
は
、
七
作
中
の
四
番
目
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
引
用
箇
所
の
異

同
部
分
で
気
に
な
る
の
は
、
三
番
目
の
引
用
箇
所
の
中
程
、「
わ
た
し
」
の
セ
リ
フ
で
「
何
の
目
的
で
す
か
」
と
あ
る
の
が
、
初
出
、

初
刊
と
も
こ
の
ま
ま
だ
が
、
中
公
文
庫
版
で
は
、「
何
の
目
印
で
す
か
」
に
直
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
長
文

の
本
文
引
用
箇
所
は
順
に
、
一
五
三
頁
、
一
三
八
頁
、
一
五
七
頁
で
あ
る
。
な
お
ル
ビ
は
適
宜
、
以
下
本
文
引
用
は
同
じ
く
し
た
。

（
７
） 

注
（
２
）
一
一
一
頁

（
８
） 

今
内
孜
編
著
『
半
七
捕
物
帳
事
典
』（
二
〇
一
〇
年
一
月　

国
書
刊
行
会
）
六
八
五
頁

（
９
） 

松
本
清
張
「
あ
と
が
き
」『
鬼
畜　

松
本
清
張
短
編
全
集
７
』（
一
九
六
四
年
六
月　

光
文
社
カ
ッ
パ
・
ノ
ベ
ル
ズ
）
た
だ
し
引
用

は
光
文
社
文
庫
版　

二
八
〇
頁

（
10
） 

現
題
名
は
「
雪
の
上
の
呼
び
声
」『
大
岡
昇
平
全
集
５
』（
一
九
九
五
年
十
二
月　

筑
摩
書
房
）
七
三
三
頁
参
照

（
11
） 

こ
れ
ら
以
外
の
も
の
で
乱
歩
関
連
の
作
を
挙
げ
れ
ば
、
プ
ロ
バ
ビ
リ
テ
ィ
の
犯
行
と
し
て
の
「
な
ぜ
「
星
図
」
が
開
い
て
い
た
か
」

（
乱
歩
「
赤
い
部
屋
」）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
11
） 

石
田
文
子
訳　

コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
冒
険
』（
平
成
二
十
二
年
二
月　

角
川
文
庫
）
四
五
三
頁
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（
11
） 

注
（
11
）
七
九
頁

（
11
） BA

N
T

A
M

 CLA
SSIC ; SIR  A

RT
H

U
R CO

N
A

N
 D

O
Y

LE ; SH
ERLO

CK
 H

O
LM

ES T
H

E CO
M

PLET
E N

O
V

-

ELS A
N

D
 ST

O
RIES V

olum
e I  

二
八
五
頁

（
11
） 

江
戸
川
乱
歩
「
類
別
ト
リ
ッ
ク
集
成
」『
続
・
幻
影
城
』（
昭
和
二
十
九
年
六
月　

早
川
書
房
）　

引
用
は
『
江
戸
川
乱
歩
全
集　

第
11
巻
』（
二
〇
〇
四
年
三
月　

光
文
社
文
庫
）
二
〇
七
頁
。
該
当
箇
所
の
初
出
は
「
宝
石
」（
昭
和
二
十
八
年
十
月　

岩
谷
書
店
）

（
11
） 

こ
の
「
類
別
ト
リ
ッ
ク
集
成
」
は
、
乱
歩
に
よ
れ
ば
、
渡
辺
剣
次
、
武
田
武
彦
、
黒
部
龍
二
、
中
島
河
太
郎
、
桂
英
二
な
ど
の
複

数
の
協
力
者
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。

（
11
） 

中
島
河
太
郎
編
『
日
本
推
理
小
説
辞
典
』（
昭
和
六
十
年
九
月　

東
京
堂
出
版
）
二
五
六
頁
。『
没
後
11
年　

日
影
丈
吉
と
雑
誌
「
宝

石
」
の
作
家
た
ち
―
日
影
丈
吉
、
江
戸
川
乱
歩
、
横
溝
正
史
、
城
昌
幸
、
山
田
風
太
郎
―
展
』（
二
〇
一
五
年
十
月　

町
田
市
民

文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど
）
四
三
頁

（
11
） 

『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
は
は
じ
め
筑
摩
書
房
の
雑
誌
「
太
陽
」
に
載
せ
ら
れ
た
が
、
掲
載
二
話
で
雑
誌
が
廃
刊
と
な
り
、
乱
歩
の
好
意

で
「
宝
石
」
に
掲
載
を
再
開
し
た
。「
宝
石
」
昭
和
三
十
三
年
三
月
号
に
、「
Ｒ
」
の
署
名
で
そ
の
経
緯
が
紹
介
さ
れ
た
囲
み
記
事

が
あ
る
。

（
1９
） 

「
別
冊
宝
石
」
の
創
刊
は
、
昭
和
四
十
一
年
八
月
一
日
で
、「
推
理
小
説
特
集
号
」
と
し
て
「
松
本
清
張
・
責
任
編
集
」
と
な
っ
て

お
り
、
清
張
は
こ
こ
に
現
代
小
説
の
「
雨
」
と
い
う
短
篇
を
寄
稿
し
て
い
る
。

（
10
） 

郷
原
宏
『
松
本
清
張
事
典　

決
定
版
』（
平
成
十
七
年
四
月　

角
川
学
芸
出
版
）
二
八
六
頁

（
11
） 

乱
歩
と
の
世
代
交
代
は
、
す
で
に
こ
れ
よ
り
以
前
、
昭
和
三
十
八
年
八
月
の
日
本
推
理
作
家
協
会
の
二
代
目
理
事
長
を
引
き
受
け

た
際
の
清
張
の
乱
歩
邸
訪
問
に
よ
く
出
て
い
る
。
一
緒
に
付
き
添
っ
た
山
村
正
夫
が
病
勢
の
悪
化
に
よ
り
衰
え
切
っ
た
乱
歩
の
姿
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を
目
の
当
た
り
し
た
清
張
の
様
子
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。「
一
匹
狼
の
巨
人
」（「
小
説
宝
石
」
一
九
九
二
年
九
月　

光
文
社
）
ち

な
み
に
こ
の
「
小
説
宝
石
」
は
、
清
張
自
身
の
追
悼
号
で
も
あ
る
。

（
11
） 
昭
和
三
十
九
年
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
「
オ
ー
ル
讀
物
」
に
発
表
さ
れ
た
六
話
か
ら
な
る
『
彩
色
江
戸
切
絵
図
』
が
先
行
す

る
。

（
11
） 

「
虎
」
は
、
そ
の
全
体
の
骨
格
を
、
清
張
の
好
ん
だ
ロ
イ
・
ヴ
ィ
カ
ー
ズ
の
『
迷
宮
課
事
件
簿

〔I〕
』（
一
九
七
七
年
五
月　

ハ
ヤ
カ

ワ
文
庫
）
シ
リ
ー
ズ
の
「
ゴ
ム
の
ラ
ッ
パ
」
に
も
負
う
て
い
る
。

（
11
） 

権
田
萬
治
「
人
と
作
品　

松
本
清
張
」『
紅
刷
り
江
戸
噂
』（
一
九
九
七
年
八
月　

講
談
社
大
衆
文
学
館
文
庫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

三
二
〇
頁

（
11
） 

注
（
11
）
二
〇
八
頁

（
11
） 

注
（
11
）
一
八
四
頁

（
11
） 

縄
田
一
男
「
解
説
」『
大
江
戸
歳
時
記　

捕
物
帳
傑
作
選　

春
の
巻
』（
一
九
九
〇
年
三
月　

河
出
文
庫
）
二
五
八
頁　

な
お
先
の

「
花
見
の
留
守
」
の
初
出
は
、
昭
和
二
十
八
年
三
月
「
オ
ー
ル
讀
物
」（
文
藝
春
秋
新
社
）
で
あ
る
。

（
11
） 

野
村
胡
堂
（
談
）「
捕
物
小
説
に
つ
い
て
」「
探
偵
作
家
ク
ラ
ブ
会
報
」
十
九
号
（
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
）　

た
だ
し
引
用
は
『
探

偵
作
家
ク
ラ
ブ
会
報
』（
一
九
九
〇
年
六
月　

柏
書
房
）
一
八
五
頁　

（
1９
） 

白
石
潔
『
探
偵
小
説
の
郷
愁
に
つ
い
て
』（
昭
和
二
十
四
年
二
月　

不
二
書
房
）
所
収

（
10
） 

注
（
11
）
一
六
九
頁

（
11
） 

平
山
雄
一
「
註
釈
」『
江
戸
川
乱
歩
全
集　

第
７
巻　

黄
金
仮
面
』（
二
〇
〇
三
年
九
月　

光
文
社
）
六
四
四
頁

（
11
） 

注
（
11
）
二
九
三
頁
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（
11
） 

佐
々
木
善
郎
訳　

Ｐ
・
ピ
エ
ー
ル
・
ス
ー
ヴ
ェ
ス
ト
＆
Ｍ
・
ア
ラ
ン
『
フ
ァ
ン
ト
マ
対
ジ
ュ
ー
ヴ
警
部
』（
昭
和
五
十
三
年
四
月　

ハ
ヤ
カ
ワ
文
庫
）「
し
か
し
、
ジ
ュ
ー
ヴ
と
自
分
が
わ
ず
か
数
分
前
に
後
に
し
た
ば
か
り
の
シ
ャ
レ
ッ
ク
博
士
の
書
斎
に
一
歩
足

を
踏
み
入
れ
た
と
た
ん
、
フ
ァ
ン
ド
ー
ル
の
口
か
ら
思
わ
ず
叫
び
声
が
も
れ
た
。
／
「
あ
あ
、
こ
い
つ
は
ひ
ど
い
！
」」（
四
七
頁
）

と
な
り
、
二
人
は
「
む
ざ
ん
に
砕
か
れ
、
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
、
血
ま
み
れ
の
女
の
か
ら
だ
が
目
に
入
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

場
に
な
か
っ
た
死
体
に
出
く
わ
し
た
の
で
、
あ
っ
た
死
体
が
消
え
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
11
） 

江
戸
川
乱
歩
編
『
世
界
短
編
傑
作
集
５
』（
一
九
六
一
年
五
月　

創
元
推
理
文
庫
）

（
11
） 

松
本
清
張
「
解
説
」『
日
本
推
理
小
説
大
系
第
２
巻　

江
戸
川
乱
歩
集
』（
昭
和
三
十
五
年
四
月　

東
都
書
房
）
三
〇
七
頁

（
11
） 

『
紅
刷
り
江
戸
噂
』（
昭
和
四
十
三
年
三
月　

講
談
社
）
二
一
九
頁

（
11
） 

「
役
者
絵
」
が
掲
載
さ
れ
た
昭
和
四
十
二
年
一
月
一
日
発
行
の
「
別
冊
宝
石
」
は
、
同
年
八
月
一
日
か
ら
「
別
冊
小
説
宝
石
」
へ

と
雑
誌
名
が
変
わ
り
、
年
四
回
発
行
が
六
回
発
行
へ
と
改
め
ら
れ
た
。

（
11
） 

た
だ
し
山
前
譲
が
『
甦
る
推
理
雑
誌
９　
「
別
冊
宝
石
」
傑
作
選
』（
二
〇
〇
三
年
十
一
月　

光
文
社
）
の
中
で
、「
五
八
年
十
二

月
に
は
、「
宝
石
」
増
刊
の
名
物
だ
っ
た
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
・
ミ
ス
テ
リ
ー
」
も
加
わ
っ
て
い
る
。（
略
）
五
九
年
に
は
、「
世
界

探
偵
小
説
全
集
」
と
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
・
ミ
ス
テ
リ
ー
」
が
交
互
に
出
さ
れ
て
い
る
」（
七
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
も
と

も
と
の
「
宝
石
」
や
「
別
冊
宝
石
」
に
も
、
読
者
受
け
を
す
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
系
を
積
極
的
に
押
し
出
す
傾
向
は
強
く
存

在
し
た
。

（
1９
） 

加
太
こ
う
じ
「
解
説
」『
松
本
清
張
全
集
11
巻　

無
宿
人
別
帳
・
他
』（
一
九
七
二
年
十
月　

文
藝
春
秋
社
）
五
一
九
頁
。　

権
田

萬
治　

注
（
11
）
三
一
九
頁
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