
「
琴
の
そ
ら
音
」
は
、
東
京
帝
国
大
学
英
文
科
の
学
生
だ
っ
た
小
山
内
薫

ら
が
創
刊
し
た
雑
誌
「
七
人
」
七
号
（
七
人
発
行
所
明
治
三
八
年
五
月
一

日
発
行
）
に
発
表
さ
れ
、
後
「
漂
虚
集
」
（
大
倉
書
店
・
服
部
書
店
明
治

三
九
年
五
月
一
七
日
発
行
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
切
角
の
御
依
頼
だ
か
ら
七
人
へ
何
か
書
い
て
出
し
て
も
ら
ひ
度
が
色
々

用
事
も
あ
る
し
少
し
は
本
も
よ
み
度
い
か
ら
う
ま
く
時
日
内
に
出
来
る
か
ど

う
か
受
合
ふ
訳
に
も
ゆ
か
ぬ
君
か
ら
小
山
内
君
に
さ
う
話
し
て
置
い
て
呉
れ

玉
へ
」
（
野
村
伝
四
宛
書
簡
明
治
三
八
年
二
月
二
二
日
付
）
と
あ
る
よ
う

に
、
野
村
伝
四
を
通
じ
て
漱
石
へ
執
筆
依
頼
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
、

明
治
三
八
年
四
月
三
○
日
付
野
間
真
綱
宛
書
簡
で
、
「
昨
夜
は
五
六
人
集
っ

て
十
一
時
頃
迄
談
話
を
し
ま
し
た
（
中
略
）
僕
は
琴
の
そ
ら
音
と
云
ふ
小
説

を
読
ん
だ
七
人
に
出
す
積
だ
か
ら
読
ん
で
く
れ
給
へ
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。

「
談
話
」
と
は
、
高
浜
虚
子
た
ち
と
開
い
て
い
る
文
章
会
の
こ
と
で
、
漱
石

は
そ
こ
へ
野
村
、
野
間
の
二
人
も
誘
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
論

Ｉ
法
学
士
に
伝
え
ら
れ
た
幽
霊
諏
平
１
１

｜
、
は
じ
め
に

漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
論

当
初
「
琴
の
そ
ら
音
」
は
、
単
独
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
漂
虚

集
」
の
中
の
一
つ
と
し
て
作
者
と
の
関
係
で
論
究
さ
れ
て
き
た
。
作
品
論
と

し
て
論
じ
ら
れ
る
多
く
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
余
」
を
中
心
と
し
て
お
り
、

常
識
を
無
批
判
に
信
じ
る
「
余
」
に
対
し
「
不
確
か
な
「
自
分
の
心
」
の
動

き
方
と
い
う
も
の
を
厳
し
く
点
検
し
う
る
自
己
批
判
の
眼
の
要
請
に
あ
つ

（
ｌ
｝

た
」
と
す
る
山
崎
甲
一
や
、
「
余
」
は
津
田
君
と
の
会
話
か
ら
〈
日
常
〉
か

ら
〈
非
日
常
〉
の
世
界
を
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
違
い
を
「
明
瞭
に
意

識
せ
ぬ
人
物
と
し
て
設
定
」
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
不
安
を
取
り
除
く
こ
と
が

（
リ
車
）

出
来
な
い
と
す
る
北
川
扶
生
子
な
ど
の
「
余
」
を
批
判
的
に
捉
え
る
も
の
。

「
余
」
の
体
験
が
「
余
」
と
津
田
君
の
関
係
を
深
め
る
の
に
役
立
っ
た
と
す

（
３
）

る
宮
薗
美
佳
、
学
生
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
っ
た
「
余
」
と
津
田
君
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
道
を
進
ん
だ
後
に
変
化
し
た
関
係
性
か
ら
く
る
不
安
を
捉
え
る
稲

（
４
）

垣
広
和
な
ど
、
「
余
」
と
津
田
君
と
の
関
係
性
か
ら
論
じ
る
も
の
。
他
に
、

小
宮
豊
隆
が
比
較
す
る
「
エ
イ
ル
ヰ
ン
物
語
」
を
同
様
に
用
い
た
上
で
、

「
津
田
君
が
提
唱
す
る
幽
霊
論
と
は
、
つ
ま
り
は
、
男
女
が
引
き
合
う
力
を

（
戸
○
）

も
っ
て
、
「
神
秘
」
と
と
ら
え
る
も
の
で
は
な
」
い
か
と
す
る
小
倉
脩
三
や
、

北

川

健

一
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「
余
」
は
、
大
学
で
法
学
を
修
め
、
卒
業
の
後
、
芝
の
企
業
に
勤
め
て
い

る
。
最
近
、
結
婚
を
控
え
て
本
郷
の
下
宿
か
ら
小
石
川
小
日
向
台
町
に
家
賃

七
円
五
○
銭
の
借
家
を
借
り
て
引
っ
越
し
た
。
結
婚
ま
で
の
間
、
家
政
婦
と

し
て
婚
約
者
の
実
家
か
ら
の
紹
介
で
雇
っ
た
「
婆
さ
ん
」
と
二
人
で
暮
ら
し

て
い
る
。

「
刻
下
の
事
件
を
有
の
儘
に
見
て
常
識
で
捌
」
く
。
即
ち
現
実
的
な
思
考

を
好
む
法
学
士
で
あ
り
、
実
業
家
の
卵
で
あ
る
。

一
方
、
津
田
君
は
文
学
士
で
、
現
在
も
研
究
を
続
け
て
い
る
心
理
学
者
で

あ
る
。
二
人
は
高
等
学
校
の
同
級
生
で
、
そ
の
当
時
の
成
績
は
津
田
君
が

「
常
に
二
三
番
を
下
ら
な
か
っ
た
」
の
に
引
き
換
え
、
「
余
」
は
「
大
概
四
十

何
人
の
席
末
を
汚
す
の
が
例
」
で
、
今
で
も
「
余
」
は
津
田
君
に
一
目
置
い

て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
視
点
か
ら
漱
石
作
品
を
論
じ
、
実
際
に
会
う

（
６
）

こ
と
の
重
要
性
か
ら
非
日
常
の
現
象
が
用
い
ら
れ
た
と
す
る
諸
岡
知
徳
、

「
幽
霊
と
い
う
狂
気
に
よ
っ
て
、
世
俗
の
現
実
を
超
え
る
」
と
す
る
荻
原
桂

〈
一
Ｊ
）子

な
ど
、
描
か
れ
た
不
可
思
議
な
現
象
か
ら
作
品
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
な

ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

本
論
で
は
、
「
余
」
の
行
動
を
捉
え
な
お
す
こ
と
か
ら
始
め
て
、
そ
の
言

動
が
何
を
示
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
が
何
を
伝
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

二
、
「
余
」
と
津
田
君

そ
の
津
田
君
が
近
頃
「
幽
霊
」
を
研
究
し
て
い
る
と
い
う
。
「
此
正
月
に

顔
を
合
せ
た
ぎ
り
、
花
盛
り
の
今
日
迄
津
田
君
の
下
宿
を
訪
問
」
し
な
か
っ

た
だ
け
で
「
久
し
く
来
な
か
っ
た
」
を
い
う
会
話
が
成
り
立
つ
二
人
は
、
親

友
と
呼
ん
で
よ
い
間
柄
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
津
田
君
は
、
「
現
に
僕
杯
も
其

手
紙
を
見
る
迄
は
信
じ
な
い
一
人
」
で
あ
っ
た
と
「
余
」
に
語
る
が
、
こ
の

こ
と
は
津
田
君
も
、
つ
い
最
近
ま
で
「
幽
霊
」
な
ど
を
信
じ
な
い
理
論
家
だ

っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。
ま
た
「
何
だ
か
此
幽
霊
な
る
者
が
余
の
知
ら
ぬ
間

に
再
興
さ
れ
た
様
」
だ
と
す
る
「
余
」
の
感
想
は
、
津
田
君
の
「
幽
霊
」
研

究
が
正
月
以
降
に
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
「
雪
が
ち
ら

ノ
ー
降
っ
て
寒
い
日
」
に
葬
式
を
執
り
行
っ
た
津
田
君
の
親
戚
の
幽
霊
護
を

知
っ
て
か
ら
研
究
を
始
め
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
余
」
と
津
田
君
の
会
話
の
当
初
、
「
余
」
は
確
か
に
「
幽
霊
だ
、
崇
だ
、

因
縁
だ
杯
と
雲
を
櫻
む
様
な
事
を
考
へ
る
の
は
一
番
嫌
」
な
存
在
で
あ
っ
た
。

占
い
師
を
信
じ
、
日
柄
方
位
を
気
に
す
る
「
婆
さ
ん
」
を
「
迷
信
婆
々
」
と

呼
び
、
「
若
い
女
に
崇
る
」
と
聞
き
、
そ
れ
を
ま
だ
同
居
す
ら
し
て
い
な
い

「
余
」
の
婚
約
者
露
子
の
こ
と
だ
と
心
配
す
る
姿
を
「
取
越
苦
労
」
と
批
判

す
る
目
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
津
田
君
の
親
戚
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
ら

肺
炎
に
な
っ
て
死
ん
で
、
日
露
戦
争
で
従
軍
中
の
「
所
天
」
の
と
こ
ろ
へ

「
幽
霊
」
に
な
っ
て
会
い
に
行
っ
た
話
を
聞
き
「
法
学
士
の
知
ら
ぬ
問
に
心

理
学
者
の
方
で
は
幽
霊
を
再
興
し
て
居
る
な
と
思
ふ
と
幽
霊
も
愈
馬
鹿
に
出

来
な
」
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

津
田
君
の
下
宿
に
お
い
て
、
「
余
」
は
「
幽
霊
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
、

す
な
わ
ち
精
神
の
感
応
と
い
っ
た
不
思
議
な
現
象
は
起
こ
り
得
る
も
の
だ
と

一
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白
山
御
殿
町
に
住
む
津
田
君
と
別
れ
、
小
日
向
台
町
の
我
が
家
へ
向
か
う

「
余
」
は
、
「
盲
唖
学
校
の
前
か
ら
植
物
園
の
横
」
の
坂
を
下
り
な
が
ら
三

時
の
鐘
を
聞
く
。
そ
こ
か
ら
「
交
番
の
角
」
を
曲
が
り
極
楽
水
を
通
り
抜
け
、

上
り
坂
を
の
ぼ
り
「
竹
早
町
を
横
っ
て
切
支
丹
坂
」
を
下
る
。
さ
ら
に
細
い

谷
道
を
上
り
下
り
、
ま
た
「
西
へ
ノ
ー
と
爪
上
り
に
新
し
い
谷
道
が
つ
ず
く
」

い
わ
ゆ
る
茗
荷
谷
を
通
過
す
る
。
そ
こ
か
ら
七
八
丁
行
く
と
、
小
石
川
小
日

い
う
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
と
と
も
に
軽
く
考
え
て
い
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
、

若
い
女
性
の
命
す
ら
奪
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
、
実
際
に
あ
っ
た
話
と
し
て

聞
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
下
宿
を
出
る
と
き
の
「
余
」
は
、
そ
れ
を
露
子

の
こ
と
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
津
田
君
と
の
別
れ
際
、
津

田
君
か
ら
「
夫
だ
か
ら
宇
野
の
御
嬢
さ
ん
も
よ
く
注
意
し
玉
ひ
と
云
ふ
事
さ
」

と
い
わ
れ
た
「
余
」
は
、
津
田
君
の
「
夫
だ
か
ら
」
が
、
「
此
頃
の
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
は
性
が
悪
い
、
ぢ
き
に
肺
炎
に
な
る
か
ら
用
心
を
せ
ん
と
い
か
ん
」

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
余
」
は
「
万
一
の
事
が

あ
り
ま
し
た
ら
屹
度
御
目
に
懸
り
に
上
り
ま
す
な
ん
て
誓
は
立
て
な
い
の
だ

か
ら
其
方
は
大
丈
夫
だ
ら
う
」
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
「
酒
落
て
見
た
」
と

い
う
「
余
」
は
、
露
子
に
死
が
訪
れ
る
こ
と
な
ど
考
え
て
は
い
な
い
。
「
心

の
中
は
何
と
な
く
不
愉
快
」
な
の
は
、
彼
女
が
幽
霊
に
な
っ
て
自
分
の
前
に

現
れ
る
こ
と
の
方
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

三
、
「
余
」
の
祐
橦

漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
論

向
台
町
に
あ
る
「
余
」
の
家
に
帰
り
つ
く
。
そ
の
当
初
は
先
述
の
通
り
「
余
」

は
ま
だ
露
子
の
「
死
」
を
意
識
し
て
は
い
な
い
。

真
暗
な
中
、
ど
こ
か
で
三
時
を
知
ら
せ
る
鐘
が
鳴
る
。
極
楽
水
の
「
貧

民
」
街
は
寝
静
ま
っ
て
い
て
、
「
余
」
に
他
人
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
死
」

を
意
識
さ
せ
る
。
そ
こ
へ
子
供
用
ら
し
い
棺
桶
が
通
り
過
ぎ
る
。
そ
れ
を
追

い
か
け
る
よ
う
に
二
人
の
人
間
が
話
し
な
が
ら
「
余
」
と
す
れ
違
う
。
「
昨

日
生
れ
て
今
日
死
ぬ
奴
も
あ
る
し
」
「
寿
命
だ
よ
、
全
く
寿
命
」
だ
と
い
う

会
話
を
聞
き
、
今
ま
で
他
人
の
問
題
で
あ
っ
た
「
死
」
を
自
分
の
こ
と
と
し

て
捉
え
直
す
。
「
二
十
六
年
も
娑
婆
の
気
を
吸
っ
た
も
の
は
病
気
に
罹
ら
ん

で
も
充
分
死
ぬ
資
格
を
具
へ
て
居
る
」
「
人
間
は
死
ぬ
者
だ
と
は
如
何
に
呑

気
な
余
で
も
承
知
し
て
居
っ
た
に
相
違
な
い
が
実
際
余
も
死
ぬ
も
の
だ
と
感

じ
た
の
は
今
夜
が
生
れ
て
以
来
始
め
て
蜜
あ
る
」
。
佐
藤
裕
子
が
示
す
よ
う

に
「
生
れ
て
間
も
な
い
幼
子
の
死
か
ら
、
人
間
は
死
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う

真
理
を
思
い
、
そ
し
て
自
ら
の
死
に
つ
い
て
考
え
た
後
に
露
子
の
死
へ
と
連

（
月
）

想
し
て
ゆ
く
」
の
で
あ
り
、
「
余
」
が
感
じ
た
の
は
露
子
が
肺
炎
に
罹
っ
て

死
ぬ
姿
で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
死
ぬ
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
何
十

年
も
先
の
こ
と
で
は
な
く
、
次
の
瞬
間
死
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
存
在
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
と
死
は
隣
り
合
わ
せ
で
、
生
そ
の
も
の
が

危
う
い
存
在
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
の
だ
と
い
え
る
。

危
う
い
自
己
の
生
を
守
る
よ
う
に
「
余
」
は
切
支
丹
坂
を
下
る
。
ふ
と
目

を
上
げ
る
と
「
茗
荷
谷
の
坂
の
中
途
に
当
る
位
な
所
に
赤
い
鮮
か
な
火
が
見

え
る
」
。
結
局
こ
の
「
赤
い
鮮
か
な
火
」
は
巡
査
の
持
つ
提
灯
な
の
だ
が
、

「
余
」
は
「
こ
の
火
を
見
た
時
、
余
は
は
っ
と
露
子
の
事
を
思
い
出
」
す
と

一

五



と
も
に
「
同
時
に
火
の
消
え
た
瞬
間
が
露
子
の
死
を
未
練
な
く
抽
出
」
す
る
。

露
子
も
「
余
」
と
同
じ
人
間
で
あ
る
以
上
、
い
つ
死
ん
で
も
お
か
し
く
な
い

存
在
だ
と
気
付
い
た
と
き
、
巡
査
と
出
会
い
「
悪
い
か
ら
御
気
を
付
け
な
さ

い
」
と
声
を
掛
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
露
子
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
だ
と
知
っ
た

津
田
君
か
ら
言
わ
れ
た
「
よ
く
注
意
し
給
へ
」
と
呼
応
す
る
。
し
か
し
津
田

君
の
「
よ
く
注
意
し
給
へ
」
は
、
「
余
」
に
露
子
の
「
死
」
を
喚
起
す
る
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
ら
肺
炎
に
な
っ
て
死
ん

だ
親
戚
の
話
を
聞
い
た
「
余
」
は
、
「
満
腹
の
真
面
目
」
で
「
本
当
だ
ね
」

と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
真
面
目
」
は
死
ん
だ
親
戚
へ
の
同
情

か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
同
情
と
は
、
あ
く
ま
で
「
死
」
が
他
人
事
で
あ
る

が
故
に
発
す
る
こ
と
の
で
き
る
感
情
で
あ
り
、
も
し
自
身
の
問
題
と
し
て
捉

え
た
な
ら
ば
、
心
配
で
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
る
は
ず
だ
か
ら

だ
。

自
宅
へ
の
帰
途
、
自
身
の
生
の
危
う
さ
に
気
付
い
た
「
余
」
は
、
赤
い
火

を
見
て
露
子
の
存
在
を
思
い
出
す
。
元
気
な
自
分
が
い
つ
死
ん
で
も
お
か
し

く
な
い
な
ら
ば
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
っ
て
い
る
露
子
は
さ
ら
に
「
死
」

に
近
い
。
津
田
君
の
親
戚
が
、
そ
の
死
を
鏡
を
通
し
て
「
所
天
」
に
知
ら
せ

た
と
す
る
な
ら
、
「
赤
い
鮮
か
な
火
」
は
露
子
が
「
余
」
に
「
死
」
を
知
ら

せ
よ
う
と
し
た
兆
候
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

津
田
君
の
下
宿
で
聞
い
た
不
思
議
な
話
が
、
「
余
」
の
中
で
、
自
分
の
こ
と

と
し
て
繋
が
っ
た
瞬
間
で
あ
る
。

「
余
」
は
津
田
君
の
下
宿
で
「
婆
さ
ん
」
の
こ
と
を
、
主
人
の
言
う
こ
と

を
聞
か
な
い
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
占
い
を
す
る
坊
主
の
言
葉
を
信
じ
、
主

人
た
る
「
余
」
を
困
ら
せ
る
。
さ
ら
に
は
近
所
の
犬
が
遠
吠
え
す
る
の
を
聞

い
て
「
此
辺
に
変
が
あ
る
」
と
騒
ぐ
。
実
際
に
は
泥
棒
が
近
辺
に
出
没
す
る

た
め
に
吠
え
て
い
て
「
変
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
正
し
い
の
だ
が
、
「
婆
さ

ん
」
は
坊
主
の
言
葉
と
結
び
つ
け
て
露
子
の
身
に
何
か
が
起
こ
る
と
心
配
す

る
。
「
余
」
は
こ
れ
も
「
飛
ん
だ
預
言
者
に
捕
ま
っ
て
、
大
迷
惑
だ
」
と
憤

る
。
「
幽
霊
だ
、
崇
だ
、
因
縁
だ
杯
と
雲
を
櫻
む
様
な
事
を
考
へ
る
の
は
一

番
嫌
」
だ
と
自
認
す
る
法
学
士
の
「
余
」
は
、
「
婆
さ
ん
」
を
「
迷
信
婆
々
」

と
否
定
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
津
田
君
の
下
宿
か
ら
帰
っ
て
き
た
「
余
」
は
、
「
迷
信
婆
々
」

と
皮
肉
っ
て
い
た
「
婆
さ
ん
」
の
言
葉
に
押
さ
れ
始
め
る
。
コ
い
へ
あ
の
御

顔
色
は
只
の
御
色
で
は
御
座
い
ま
せ
ん
」
と
伝
通
院
の
坊
主
を
信
仰
す
る
丈

あ
っ
て
、
う
ま
く
人
相
を
見
る
」
「
婆
さ
ん
ず
ば
と
図
星
を
刺
す
。
寒
い
刃

が
闇
に
閃
め
い
て
ひ
や
り
と
胸
打
を
喰
は
せ
ら
れ
た
様
な
心
持
が
す
る
」
。

「
婆
さ
ん
」
に
押
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
ま
ま
で
大
し
た
こ
と
は
な
い
と
考

え
て
い
た
露
子
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
、
津
田
君
の
話
と
と
も
に
帰
途
に
感

じ
た
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
、
「
余
」
の
中
で
露
子
に
何
か
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
元
々
露

子
を
心
配
し
て
い
る
「
婆
さ
ん
」
の
思
い
と
一
致
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
犬

の
遠
吠
」
も
馬
鹿
に
で
き
な
く
な
り
、
そ
こ
に
不
安
の
種
を
見
つ
け
た
く
な

四
、
「
余
」
と
「
婆
さ
ん
」
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「
余
」
は
露
子
の
家
を
出
て
帰
宅
す
る
途
中
に
、
神
楽
坂
で
床
屋
に
入
る
。

そ
こ
で
は
源
さ
ん
、
由
公
、
鎌
さ
ん
、
松
さ
ん
と
、
い
か
に
も
下
町
の
大
衆

と
い
っ
た
人
び
と
が
世
間
話
に
興
じ
て
い
る
。
松
さ
ん
が
読
ん
で
い
る
本
は
、

表
紙
に
「
浮
世
心
理
講
義
録
有
耶
無
耶
道
人
著
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
ど
う

も
狸
が
書
い
た
本
の
よ
う
で
あ
る
。
中
に
は
「
狸
が
人
を
婆
化
す
と
云
ひ
や

す
け
れ
ど
、
何
で
狸
が
人
を
婆
化
し
や
せ
う
。
あ
り
や
み
ん
な
催
眠
術
で
げ

す
」
と
、
狸
が
人
を
化
か
す
方
法
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
が

不
安
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
そ
の
不
安
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い

う
。
「
作
蔵
君
は
婆
化
さ
れ
様
、
婆
化
さ
れ
様
と
し
て
源
兵
衛
村
を
の
そ

っ
て
し
ま
う
の
だ
。
後
に
巡
査
に
、
近
辺
に
泥
棒
が
出
没
し
て
い
て
犬
が
吠

え
る
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
も
、
「
遠
吠
が
泥
棒
の
為
め
で
あ
る
と
も
解
釈
が

出
来
る
」
と
、
そ
れ
を
答
え
だ
と
断
定
で
き
ず
に
、
あ
く
ま
で
不
安
を
留
保

し
て
し
ま
う
。
同
じ
不
安
を
持
っ
た
者
同
志
が
不
安
を
出
し
合
え
ば
、
答
え

を
導
き
出
す
こ
と
な
ど
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

翌
朝
、
露
子
の
家
へ
行
き
、
「
余
」
は
露
子
の
病
気
が
既
に
よ
く
な
っ
て

い
る
こ
と
を
知
る
が
、
そ
こ
に
は
津
田
君
の
「
遠
い
距
離
に
於
て
あ
る
人
の

脳
の
細
胞
と
、
他
の
人
の
細
胞
が
感
じ
て
一
種
の
化
学
的
変
化
を
起
す
」
な

ど
と
い
う
幽
霊
護
は
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
余
」
が
露

子
を
心
配
し
て
い
る
と
き
に
、
露
子
は
「
中
央
会
堂
の
慈
善
音
楽
会
と
か
に

行
っ
て
遅
く
帰
っ
た
」
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

五
、
「
浮
世
心
理
講
義
録
有
耶
無
耶
道
人
著
」

漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
論

ノ
ー
し
て
居
る
の
で
げ
す
。
そ
の
婆
化
さ
れ
様
と
云
ふ
作
蔵
君
の
御
注
文
に

応
じ
て
拙
が
一
寸
婆
化
し
て
上
げ
た
迄
の
事
で
げ
す
」
と
狸
は
書
く
。
「
余
」

の
昨
夜
の
行
動
は
、
全
く
こ
の
「
有
耶
無
耶
道
人
」
と
い
う
狸
の
語
る
こ
と

と
一
致
す
る
。
狸
に
化
か
さ
れ
て
こ
そ
い
な
い
が
、
「
余
」
を
は
じ
め
と
し

て
人
間
は
、
自
分
は
ま
だ
死
な
な
い
と
い
う
無
意
識
の
常
識
の
上
に
立
っ
て

生
活
を
営
ん
で
い
く
も
の
だ
が
、
津
田
君
に
よ
っ
て
注
ぎ
込
ま
れ
た
「
死
」

と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
、
「
余
」
は
帰
路
に
見
た
出
来
事
を
「
死
」
の
兆
候

と
し
て
受
け
止
め
る
。
初
め
は
「
死
」
と
い
う
状
態
に
つ
い
て
、
次
い
で
自

ら
の
「
死
」
を
考
え
る
。
「
死
」
は
身
近
に
存
在
し
て
い
て
、
い
つ
「
生
」

か
ら
転
落
し
て
も
お
か
し
く
な
い
も
の
だ
と
気
付
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
露
子

と
い
う
大
切
な
人
の
「
死
」
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
で
、
「
余
」
の
不

安
は
、
「
婆
さ
ん
」
の
不
安
と
共
鳴
し
合
い
、
確
信
へ
と
変
化
す
る
。

「
床
屋
」
に
集
ま
っ
た
人
び
と
は
「
幽
霊
だ
の
亡
者
だ
の
っ
て
、
そ
り
や

御
前
、
昔
し
の
事
だ
あ
な
。
電
気
燈
の
つ
く
今
日
そ
ん
な
篦
棒
な
話
し
が
あ

る
訳
が
ね
え
」
「
な
あ
に
、
み
ん
な
神
経
さ
。
自
分
の
心
に
恐
い
と
思
ふ
か

ら
自
然
幽
霊
だ
っ
て
増
長
し
て
出
度
な
ら
あ
れ
」
と
、
幽
霊
を
信
じ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
「
幽
霊
だ
、
崇
だ
、
因
縁
だ
杯
と
雲
を
櫻
む
様
な
事
を
考
へ
る

の
は
一
番
嫌
」
だ
と
い
っ
た
昨
日
の
「
余
」
と
な
ん
ら
変
る
こ
と
の
な
い
存

在
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
の
こ
と
は
昨
日
ま
で
の
「
余
」
を
相
対
化
す

る
と
と
も
に
、
「
床
屋
」
に
集
ま
っ
た
人
び
と
、
す
な
わ
ち
大
衆
も
、
ひ
と

つ
の
き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
、
「
迷
信
」
や
「
幽
霊
」
の
世
界
に
迷
い
込
む

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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「
余
」
の
言
動
に
つ
い
て
は
、
多
少
軽
は
ず
み
な
点
は
あ
る
に
し
て
も
、

矛
盾
は
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
徐
々
に
不
安
が
高
ま
っ
て
い
き
、
そ
の
不

安
の
元
が
露
子
の
「
死
」
に
行
き
当
た
っ
た
と
き
、
全
て
が
そ
れ
に
関
連
し

て
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
作
者
は
作
品
の
中
で
、
こ
の
不
安
の
高
ま
り
を
見

事
に
演
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
余
」
が
聞
く
「
鐘
の
音
」
と
「
犬
の
遠

吠
」
が
そ
う
で
あ
ろ
う
。
津
田
君
の
下
宿
を
出
て
す
ぐ
の
「
余
」
は
、
不
安

を
「
幽
霊
」
が
実
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
に
置
い
て
い
る
。

三
時
と
い
う
夜
中
の
街
は
、
街
灯
も
な
く
暗
闇
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
「
ど

こ
で
撞
く
鐘
だ
か
、
夜
の
中
に
波
を
描
い
て
、
静
か
な
空
を
う
ね
り
な
が
ら

来
る
」
鐘
は
、
「
余
」
か
ら
近
い
距
離
で
鳴
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
津
田

君
に
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
耳
元
で
「
大
き
な
声
」
を
出
さ
れ
た
と
き
の

よ
う
に
驚
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
一
方
で
「
犬
の
遠
吠
」
も

「
い
づ
く
よ
り
と
も
な
く
何
物
か
地
を
這
う
て
陰
り
廻
る
様
な
声
が
聞
え
る
」

と
、
場
所
を
特
定
で
き
な
い
程
離
れ
た
場
所
で
鳴
い
て
い
る
。

両
方
と
も
「
余
」
は
暗
闇
と
静
寂
の
中
で
、
五
感
の
内
の
聴
覚
の
み
が
研

ぎ
澄
ま
さ
れ
た
状
態
で
聞
い
て
い
る
。
「
刻
下
の
事
件
を
有
の
儘
に
見
て
常

識
で
捌
」
く
「
余
」
は
「
鐘
の
音
」
を
分
析
し
て
「
今
迄
は
気
が
付
か
な
か

っ
た
が
注
意
し
て
聴
い
て
見
る
と
妙
な
響
」
だ
と
気
付
く
。
そ
れ
は
「
余
」

が
知
っ
て
い
る
常
識
が
決
し
て
絶
対
的
に
安
定
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
伝

え
る
。
さ
ら
に
「
余
」
は
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
持
つ
は
ず
の
心
臓
の
鼓
動
ま

で
も
が
、
鐘
の
う
ね
り
に
合
わ
せ
て
変
化
し
て
い
く
よ
う
に
感
じ
、
「
今
夜

六
、
「
余
」
の
内
面
に
つ
い
て

は
ど
う
し
て
も
法
学
士
ら
し
く
な
い
」
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
そ
こ
に
は

津
田
君
の
「
幽
霊
認
」
が
無
意
識
の
う
ち
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
法
学
士
ら
し
く
」
な
く
な
っ
た
「
余
」
は
、
家
へ
の
道
中
で
「
死
」
を

意
識
す
る
。
「
死
」
は
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
、
極
め
て
不
合
理

な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
の
不
合
理
な
「
死
」
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

罹
っ
た
露
子
に
重
な
っ
た
と
き
、
「
余
」
の
妄
想
が
始
ま
る
。

「
犬
の
遠
吠
」
も
、
常
の
「
余
」
な
ら
ば
「
直
線
的
の
声
」
だ
と
聞
き
、

「
陽
気
」
で
「
躁
狂
」
な
も
の
だ
と
感
じ
て
い
る
が
、
こ
の
夜
は
「
陰
篭
」

で
「
沈
痛
」
さ
ら
に
「
自
由
で
な
い
」
も
の
に
聞
え
る
。
こ
れ
は
「
余
」
が

露
子
の
「
死
」
を
身
近
な
も
の
と
し
て
感
じ
た
不
安
の
反
映
だ
と
考
え
ら
れ

る
。

こ
の
よ
う
に
作
者
は
、
「
余
」
が
、
津
田
君
に
聞
い
た
話
か
ら
暗
示
を
受

け
、
次
第
に
「
幽
霊
だ
、
崇
だ
、
因
縁
だ
杯
と
雲
を
擢
む
様
な
事
」
を
現
実

に
見
出
し
て
い
く
様
を
描
き
出
し
て
い
る
。

「
余
」
は
津
田
君
と
共
に
帝
国
大
学
出
身
で
あ
り
、
開
国
以
来
西
洋
に
追

い
付
こ
う
と
す
る
日
本
は
、
大
学
出
身
者
に
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
担
わ
せ

て
い
た
。
「
余
」
も
そ
の
分
に
漏
れ
ず
、
卒
業
し
て
企
業
に
勤
め
て
か
ら

「
家
へ
帰
っ
て
飯
を
食
ふ
と
そ
れ
な
り
に
森
て
仕
舞
ふ
。
勉
強
所
か
湯
に
も

緑
々
這
入
ら
な
い
位
」
ま
た
「
毎
日
芝
か
ら
小
石
川
の
奥
迄
帰
る
の
だ
か
ら

研
究
は
愚
か
、
自
分
が
幽
霊
に
な
り
さ
う
な
位
」
と
い
う
程
働
い
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
津
田
君
に
対
し
て
「
此
忙
し
い
世
の
中
に
、
流
行
り
も
せ
ぬ
幽

霊
の
書
物
を
済
し
て
愛
読
す
る
杯
と
い
ふ
の
は
、
呑
気
を
通
り
越
し
て
贄
沢

の
沙
汰
」
だ
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
余
」
は
こ
の
よ
う
に
一
生
懸
命
働
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い
た
結
果
、
裕
福
な
家
庭
の
娘
で
あ
る
露
子
と
婚
約
す
る
に
至
る
。
こ
れ
も

資
本
家
か
ら
の
期
待
の
表
れ
で
あ
り
、
こ
の
期
待
に
は
、
多
分
に
学
歴
が
影

響
し
て
い
る
。
作
品
は
そ
う
い
う
「
余
」
が
結
果
的
に
、
津
田
君
の
語
る

「
幽
霊
證
」
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
ら
の
心
を
覗
き
込
み
、
大
切
な
も

の
を
発
見
し
て
い
く
過
程
を
描
い
て
い
る
。
作
品
の
冒
頭
、
津
田
君
の
下
宿

で
「
凡
そ
冷
静
な
る
判
断
よ
り
得
た
る
事
項
の
外
は
何
も
の
も
吾
人
の
脳
中

に
容
る
、
資
格
な
し
と
云
ふ
は
、
再
人
を
以
て
た
ず
理
屈
一
遍
に
感
じ
又
行

動
す
と
誤
解
す
る
愚
人
」
（
「
文
学
論
」
大
倉
書
店
明
治
四
○
年
五
月
七
日
）

と
し
て
描
か
れ
た
「
余
」
が
、
深
夜
の
妨
復
で
発
見
す
る
の
は
、
法
律
や
事

実
と
い
っ
た
目
に
見
え
て
動
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
は
な
く
、
「
幽

霊
だ
、
崇
り
だ
、
因
縁
だ
杯
と
雲
を
櫻
む
様
な
」
恐
怖
や
心
配
と
い
っ
た
、

感
情
や
心
の
働
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
死
」
を
通
し
て
生
命
の
あ
や
う
さ

を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
理
屈
で
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
国
家
や
社
会
に
集
約
で
き
な
い
個
ま
た
は
個
人
と
い
う
存
在
の
証

明
で
あ
ろ
う
。
「
余
」
は
そ
れ
を
露
子
へ
の
愛
情
と
し
て
理
解
し
て
い
く
。

「
余
」
が
「
床
屋
」
で
「
し
て
見
る
と
昨
夜
は
全
く
狸
に
致
さ
れ
た
訳
か
な
」

と
感
想
を
述
べ
る
の
は
、
昨
夜
の
経
験
を
無
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
実
際

に
は
何
も
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
不
安
に
追
わ
れ
て
喜
劇

を
演
じ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
目
を
通
し
て
、

客
観
的
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
現
わ
れ
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
論

一
方
で
、
作
者
は
「
余
」
に
こ
の
夜
の
出
来
事
を
津
田
君
に
語
ら
せ
て
い

る
。
「
当
夜
の
景
況
を
残
り
な
く
話
し
た
ら
夫
は
い
、
材
料
だ
僕
の
著
作
中

に
入
れ
さ
せ
て
呉
れ
ろ
と
云
っ
た
。
文
学
士
津
田
真
方
著
幽
霊
論
の
七
二
頁

に
Ｋ
君
の
例
と
し
て
載
っ
て
居
る
の
は
余
の
事
で
あ
る
」
と
、
津
田
君
は

「
余
」
の
話
し
を
自
分
の
著
作
「
幽
霊
論
」
に
掲
載
し
て
い
る
。
「
余
」
の
体

験
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
「
狸
に
致
さ
れ
た
」
と
「
余
」
が
認
め
て
い
る
こ

と
で
あ
る
し
、
実
際
不
安
に
陥
っ
て
い
る
「
余
」
に
対
し
て
、
そ
の
対
象
者

で
あ
る
露
子
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
治
っ
て
い
て
、
「
昨
夕
中
央
会
堂
の
慈

善
音
楽
会
と
か
に
行
っ
て
遅
く
帰
」
る
程
元
気
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

津
田
君
の
説
明
す
る
「
遠
い
距
離
に
於
て
あ
る
人
の
脳
の
細
胞
と
、
他
の
人

の
細
胞
が
感
じ
て
一
種
の
化
学
的
変
化
を
起
す
」
こ
と
な
ど
有
り
得
な
い
状

況
で
あ
っ
た
が
、
も
し
「
霊
の
感
応
」
が
起
り
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
音
楽

会
で
気
分
が
昂
揚
し
た
露
子
か
ら
届
く
も
の
は
、
も
っ
と
あ
た
た
か
く
や
さ

し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
作
者
に
よ
る
津
田
君
、
す
な
わ
ち

「
文
学
士
」
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
琴
の
そ
ら
音
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
八
年
五
月
で
あ
る
。
日

露
戦
争
は
前
年
、
明
治
三
七
年
に
三
度
の
総
攻
撃
を
加
え
、
一
万
五
四
○
○

弱
も
の
戦
死
者
を
だ
し
た
旅
順
要
塞
の
攻
略
が
成
功
し
、
一
月
一
日
に
旅
順

の
ロ
シ
ア
軍
が
降
伏
す
る
。
三
月
に
は
奉
天
大
会
戦
が
行
わ
れ
、
ロ
シ
ア
軍

は
戦
線
を
撤
退
し
、
そ
の
後
こ
う
着
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
国
民
の

関
心
は
、
ロ
シ
ア
の
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
が
い
つ
、
ど
こ
か
ら
現
れ
る
の
か
と

七
、
文
学
士
の
立
場

一

九



い
う
こ
と
に
絞
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
す
で
に
国
内
で
は
、
戦
争
で
親
兄
弟
を
、

夫
を
、
そ
し
て
息
子
を
亡
く
し
た
多
く
の
遺
族
が
存
在
し
て
い
た
。

日
々
新
聞
紙
上
に
戦
死
公
報
が
掲
載
さ
れ
て
、
い
つ
自
分
の
知
り
合
い
、

身
内
の
名
前
が
揚
が
る
か
知
れ
な
い
と
き
、
そ
う
し
た
出
征
兵
士
を
持
つ
家

族
に
と
っ
て
、
不
安
な
日
が
続
く
中
、
新
聞
や
小
説
に
「
津
田
君
の
親
戚
」

の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
不
用
意
さ
を
作
者
は
批
判
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
死
の
間
際
に
霊
と
な
っ
て
会

い
に
来
る
こ
と
が
津
田
君
の
説
明
す
る
よ
う
に
、
二
人
の
脳
細
胞
が
「
一
種

の
化
学
的
変
化
を
起
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
実
際
に
起
こ
り
得
た
と
し
て
も
、

は
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
人
が
、
そ
の
よ
う
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
そ
の
よ
う
な
兆
候
す
ら
得
ら
れ
ず
に
、
戦

死
の
報
告
を
受
け
取
る
は
ず
で
あ
る
。
戦
死
し
た
兵
士
を
勇
士
と
呼
び
、
旅

順
閉
塞
作
戦
で
戦
死
し
た
廣
瀬
少
佐
を
「
軍
神
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
に
高
揚
し
た

新
聞
紙
面
に
「
霊
の
感
応
」
を
感
じ
た
と
す
る
記
事
が
出
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う

か
。
江
藤
淳
は
「
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、
魂
晩
は
、
時
空
を
越
え
、
生
死
の

境
を
超
え
て
東
京
市
中
を
飛
び
翔
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
明
治
三
十

七
年
五
月
、
南
山
の
激
戦
の
と
き
、
乃
木
大
将
の
長
男
勝
典
少
尉
が
戦
死
し

た
際
に
、
ひ
と
り
で
に
カ
ラ
カ
ラ
と
鳴
り
は
じ
め
た
と
い
う
留
守
宅
の
静
子

夫
人
の
箪
笥
の
取
手
の
環
は
、
二
百
三
高
地
で
次
男
保
典
少
尉
が
戦
死
し
た

と
き
も
、
や
は
り
ひ
と
り
で
に
カ
ラ
カ
ラ
と
鳴
り
出
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

（
９
）

た
。
死
と
他
界
と
は
、
写
生
文
の
範
囲
内
に
い
く
ら
で
も
浸
透
し
て
い
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
記
事
に
な
っ
た
人
た
ち
の
愛
は
、
本
当
に
強
か
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
一
方
で
兆
候
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
多
く
の
人

た
ち
の
思
い
は
強
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
彼
ら
は
ま
だ
愛
が
足
り
な
い

の
で
は
な
い
か
と
深
く
傷
つ
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
逆
に
、
夢
を
見
た
り
、
持
ち
物
が
壊
れ
る
な
ど
何
等
か
の
兆
候
を
感

じ
た
人
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
も
の
を
「
霊
の
感
応
」
と
す
る
の

か
基
準
を
持
た
な
い
中
で
、
不
安
を
感
じ
て
い
る
出
征
兵
士
の
家
族
は
「
婆

化
さ
れ
様
と
し
て
源
兵
衛
村
を
の
そ
ノ
ー
し
て
い
る
」
「
作
蔵
君
」
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
「
婆
さ
ん
」
や
「
余
」
の
よ
う
に
「
犬
の
遠
吠
」
を
何
か

の
兆
候
だ
と
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
「
余
」
が
当
初

「
幽
霊
と
雲
助
は
維
新
以
来
永
久
廃
業
し
た
も
の
と
の
み
信
じ
て
居
た
」
よ

う
に
、
「
床
屋
」
に
集
う
人
々
も
「
幽
霊
だ
の
亡
者
だ
の
っ
て
、
そ
り
や
御

前
、
昔
し
の
事
だ
あ
な
」
と
考
え
て
い
る
。
彼
等
が
「
余
」
の
陥
っ
た
状
況

に
な
ら
な
い
と
誰
が
言
え
る
の
か
。
「
幽
霊
に
関
し
て
は
法
学
士
は
文
学
士

に
盲
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
よ
う
に
、
専
門
家
で
な
い
「
余
」
や

市
井
の
人
々
は
「
文
学
士
」
を
信
じ
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
作
者
は
い
わ
ゆ

る
銃
後
で
少
な
い
情
報
の
中
に
居
て
、
安
否
を
気
遣
う
人
々
へ
の
不
要
な
不

安
を
与
え
か
ね
な
い
情
況
の
中
、
実
体
の
伴
わ
な
い
「
余
」
の
体
験
を
「
Ｋ

君
の
例
」
と
し
て
自
ら
の
著
書
に
掲
載
す
る
よ
う
な
津
田
君
を
始
め
と
す
る

「
文
学
士
」
に
対
し
て
の
弧
刺
と
し
て
「
琴
の
そ
ら
音
」
を
書
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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山
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「
漱
石
「
琴
の
そ
ら
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ｌ
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燈
の
穂
、
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２
）
北
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扶
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漱
石
「
琴
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そ
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３
）
宮
薗
美
佳
「
夏
目
漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
考
１
１
「
余
」
の
見

た
「
幽
霊
」
の
も
た
ら
し
た
も
の
ｌ
」
（
「
人
文
論
究
」
第
四
六

巻
第
三
号
平
成
八
年
一
二
月
二
○
日
）

（
４
）
稲
垣
広
和
「
「
琴
の
そ
ら
音
」
論
」
（
「
中
京
国
文
学
」
第
一
七
号

平
成
一
○
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日
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平
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○
月
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○
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）

（
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）
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岡
知
徳
「
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－
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ｌ
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（
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編
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（
７
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荻
原
桂
子
「
「
幽
霊
と
い
う
狂
気
」
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漱
石
「
琴
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そ
ら
音
」
」

（
「
九
州
女
子
大
学
紀
要
」
第
三
九
巻
第
三
号
平
成
一
五
年
二
月
）

（
８
）
佐
藤
裕
子
「
漱
石
と
ワ
ー
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ワ
ー
ス
ー
「
琴
の
そ
ら
音
」
と

《
室
『
目
鴨
要
の
呉
悪
里
自
国
豊
里
罫
５
乏
貝
・
を
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ぐ
っ
て
ｌ
」

（
「
比
較
文
学
」
第
四
一
巻
平
成
二
年
三
月
三
一
日
）

（
９
）
江
藤
淳
「
漱
石
と
そ
の
時
代
」
第
三
部
（
新
潮
社
平
成
五
年
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郵
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〉
ｌ
」

年
三
月
一
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日
）

（
７
）
荻
原
桂
子
二
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ｌ
」
（
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文
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」
第
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号
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成
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年
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