
独
歩
「
鹿
狩
」
に
つ
い
て

　
　
　
一

　
国
木
田
独
歩
の
小
説
「
鹿
狩
」
は
、
『
家
庭
雑
誌
』
第
二
一
巻
第
一

一
九
リ
（
明
治
一
三
年
八
月
一
五
日
発
行
）
に
発
表
さ
れ
、
第
一
文
集

『
武
蔵
野
』
に
収
め
ら
れ
た
短
い
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
叔
父
に
誘

わ
れ
て
鹿
狩
り
に
行
っ
た
十
二
歳
の
少
年
が
、
た
ま
た
ま
、
大
き
い
鹿

を
鉄
砲
で
仕
留
め
た
時
の
思
い
出
話
を
、
既
に
成
人
し
た
そ
の
少
年
が

語
る
と
い
う
内
容
の
小
説
で
あ
る
。
鹿
狩
り
の
場
所
が
何
処
と
明
示
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
小
説
の
中
に
以
ド
の
よ
う
な
表
現
が
あ
っ

て
、
こ
の
小
説
が
独
歩
の
大
分
県
佐
伯
に
お
け
る
体
験
を
も
と
に
し
て

成
茫
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
朝
日
が
日
向
灘
か
ら
昇
っ
て
っ
の
字
崎
の
半
面
は
紅
霞
に
っ
ゝ

ま
れ
た
。
茫
々
た
る
太
平
洋
の
水
と
連
り
て
水
平
線
上
は
雲
一
つ

見
え
な
い
。
又
だ
四
国
地
が
波
の
上
に
鮮
や
か
に
見
え
る
。
総
て

の
眺
望
が
高
遠
、
壮
大
で
、
ぽ
つ
優
美
で
あ
る
。
（
傍
線
筆
者
）

工
　
　
藤

二
日
と
三
日
と
四
日
と
は
過
ぎ
去
り
ぬ
。

茂

－６

冬
な
が
ら
（
小
説
に
お
け
る
日
時
は
十
二
月
四
日
）
南
方
温
暖

の
地
方
ゆ
へ
、
小
春
日
和
の
日
中
の
や
う
で
、
う
ら
／
＼
と
照
る

日
影
は
人
の
心
も
筋
も
融
け
さ
う
に
、
生
あ
た
ｘ
か
に
、
山
に
も

枯
草
雑
り
の
青
葉
少
な
か
ら
ず
日
の
先
に
映
し
て
そ
よ
吹
く
風
に

き
ら
め
き
、
海
の
波
穏
や
か
な
色
は
雲
な
き
大
空
の
色
と
相
映
じ

て
蒼
々
茫
々
、
東
は
際
限
な
く
水
天
互
に
交
は
り
、
北
は
四
国
の

　
　
　
　
　
６
１

山
々
手
に
取
る
が
如
く
、
更
に
日
向
地
は
右
に
伸
び
て
其
南
端
を

微
茫
煙
浪
の
う
ち
に
抹
し
去
る
（
傍
線
筆
者
）

　
同
時
に
こ
こ
に
は
、
独
歩
の
愛
し
た
佐
伯
周
辺
の
自
然
が
、
見
事
な

筆
致
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
説
の
も
と
を
な
す
体
験
は
、
独
歩
が
佐
伯
に
お

い
て
記
し
た
日
記
の
明
治
二
十
六
年
十
二
月
五
日
（
欺
か
ざ
る
の
記
）

の
項
に
、
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。



二
日
は
土
曜
日
、
三
日
は
日
曜
日
、
土
曜
日
の
夜
－
画
一
狩
り
に

誘
は
れ
、
弟
と
吾
と
合
し
て
十
名
、
桂
港
よ
り
乗
船
し
て
猿
□
と

称
す
る
浦
前
に
着
き
、
明
く
れ
ば
日
曜
日
、
終
日
野
山
に
狩
り
暮

ら
し
其
夜
は
猿
□
に
宿
し
、
四
日
朝
、
苔
等
五
名
は
陸
地
よ
り
徒

歩
佐
伯
町
に
帰
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
の
詳
細
な
記
録
は
な
い
。

後
に
こ
の
日
記
と
小
説
「
鹿
狩
」
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
を
調

べ
た
小
野
茂
樹
の
『
若
き
日
の
国
木
田
独
歩
』
　
（
昭
三
四
・
ア
ポ
ロ
ン

社
）
に
よ
る
と
、
そ
の
登
場
人
物
と
場
所
に
は
以
ド
の
よ
う
な
モ
デ
ル

が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
十
二
歳
の
少
年
徳
さ
ん
を
鹿
狩
り
に
誘
っ
た
「
中
根
の
叔
父
さ
ん
」

と
い
う
の
は
、
当
時
佐
伯
百
九
銀
行
の
頭
取
と
鶴
谷
学
館
の
主
任
を
兼

ね
て
い
た
中
根
祚
胤
。
こ
の
人
が
独
歩
を
狩
り
に
誘
っ
た
人
だ
ろ
う
と

い
う
。
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
の
モ
デ
ル
は
大
崎
護
佑
。
こ
の
人
は
佐

伯
藩
の
御
船
方
を
や
っ
て
き
た
家
柄
の
人
で
、
当
時
「
合
抱
社
」
と
い

う
旧
士
族
の
合
資
に
よ
る
金
融
会
社
に
勤
務
し
て
い
た
と
い
う
。
小
説

で
は
こ
の
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
の
一
人
息
子
に
、
「
鉄
也
さ
ん
」
と

い
う
狂
人
が
出
て
来
て
「
鉄
砲
腹
（
鉄
砲
で
自
分
の
腹
を
撃
つ
こ
と
）

を
や
つ
」
て
死
ぬ
。
大
崎
護
佑
に
も
貞
吉
と
い
う
息
子
が
あ
り
、
こ
の

人
が
や
は
り
狂
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
、
独
歩
が
佐
伯
に
滞
在

中
の
明
治
二
十
七
年
五
月
十
二
日
に
、
「
鉄
也
さ
ん
」
同
様
自
宅
の
離

れ
の
六
畳
間
で
、
父
の
火
縄
銃
を
使
っ
て
自
分
の
腹
を
撃
っ
て
死
ん
だ

と
の
こ
と
。
小
野
茂
樹
は
「
小
品
「
潔
の
半
生
」
　
（
佐
伯
時
代
に
関
す

る
題
材
を
配
列
し
た
作
品
）
の
中
に
、
「
狂
人
あ
り
。
其
父
之
を
憂
ひ
、

之
を
悲
し
み
て
推
く
（
注
１
）
能
は
ず
、
彼
は
如
何
な
る
道
行
を
経
過

し
て
狂
気
せ
し
か
」
と
書
い
て
い
る
「
狂
人
」
は
、
恐
ら
く
こ
の
貞
吉

の
事
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
、
そ
の
著
に
書
い
て
い
る
。

　
ま
た
、
小
説
に
記
さ
れ
た
地
名
に
つ
い
て
は
、
「
か
の
字
港
」
は

「
葛
港
」
、
「
つ
の
宇
崎
」
は
「
鶴
見
崎
」
、
「
さ
の
字
浦
」
は
鶴
見

崎
の
一
角
に
あ
る
「
猿
戸
」
、
「
な
の
字
浦
」
は
「
中
越
」
、
「
う
の

字
峠
」
は
「
浦
代
峠
」
の
こ
と
だ
と
い
う
。
小
野
は
以
Ｌ
の
よ
う
に
小

説
の
地
名
を
確
定
し
た
上
で
、
「
鹿
狩
」
の
猟
場
を
次
の
よ
う
に
描
い

て
い
る
。

　
　
「
鶴
見
崎
」
は
車
中
浦
村
に
あ
っ
て
、
（
略
）
元
越
山
の
山
脈
が

総
々
と
車
北
に
の
び
、
海
上
に
斗
出
す
る
こ
と
四
海
里
、
そ
の
岬
端

に
当
る
地
点
で
、
逼
か
に
四
国
の
由
良
崎
と
も
相
対
す
る
。

　
　
「
鹿
狩
」
の
モ
デ
ル
と
地
名
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
後
に
、

小
野
茂
樹
は
こ
の
章
（
注
２
）
を
以
下
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
鹿
狩
り
に
行
っ
た
の
は
二
十
六
年
の
十
二
月
だ
か
ら
、
ま
だ
護
佑

の
一
子
貞
吉
は
狂
人
な
が
ら
世
に
生
き
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
独
歩

は
こ
の
鹿
狩
り
で
、
気
狂
い
の
子
を
抱
え
な
が
ら
も
明
る
く
善
良
な

護
佑
と
い
う
人
間
に
、
特
別
の
親
し
み
を
感
じ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

其
の
後
に
お
い
て
知
っ
た
で
あ
ろ
う
貞
吉
の
自
殺
は
、
一
層
の
感
銘

を
彼
に
与
え
た
だ
ろ
う
と
想
わ
れ
る
。
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「
鹿
狩
」
は
、
こ
う
し
た
事
件
も
織
り
こ
ん
で
今
井
の
叔
父
さ
ん

を
中
心
と
し
て
ユ
ー
モ
ア
と
ペ
ー
ソ
ス
の
交
錯
し
た
作
品
で
あ
る
。

　
右
の
最
後
の
一
文
に
見
ら
れ
る
小
野
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
鹿
狩
」

は
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
を
中
心
と
し
」
た
小
説
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
そ
の
小
説
の
最
後
に
「
人
の
善
い
、
優
い
、
そ
し
て
勇
気
の

あ
る
剛
胆
な
、
義
理
の
堅
い
情
深
い
、
そ
し
て
気
の
毒
な
義
父
が
亡
く

な
っ
て
か
ら
十
三
年
忌
に
今
年
が
当
る
、
由
て
記
念
の
た
め
に
少
年
の

時
の
鹿
狩
り
の
物
語
を
し
ま
し
た
。
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
「
義
父
」
と

は
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
小
野
茂
樹
著
『
若
き
日
の
国
木
田
独
歩
』
を
道
標

に
し
て
、
小
説
「
鹿
狩
」
の
モ
デ
ル
、
地
名
の
実
際
を
見
て
き
た
。
次

節
で
は
、
こ
の
小
説
が
ど
の
よ
う
な
特
色
を
持
つ
も
の
か
を
分
析
し
て

み
た
い
。一

一

　
こ
の
小
説
の
語
り
手
は
、
鹿
狩
り
当
時
十
二
歳
の
少
年
で
あ
っ
た

「
徳
さ
ん
」
で
あ
る
。
「
徳
さ
ん
」
は
前
節
の
お
し
ま
い
に
引
用
し
た

よ
う
に
、
後
に
義
父
に
な
っ
た
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
の
十
三
年
忌
の

記
念
に
、
「
少
年
の
時
の
鹿
狩
り
の
物
語
」
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の

徳
さ
ん
と
い
う
の
は
、
一
体
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
謎
は
先
に

引
用
し
た
小
野
茂
樹
の
著
書
に
も
解
か
れ
て
は
い
な
い
。
お
そ
ら
く
実

在
の
人
物
で
は
あ
る
ま
い
。
小
説
「
源
お
じ
」
の
中
の
源
叔
父
の
自
裁
、

　
「
春
の
鳥
」
の
中
の
六
蔵
少
年
の
事
故
死
同
様
、
小
説
に
お
け
る
虚
構

と
思
わ
れ
る
。
独
歩
が
書
こ
う
と
恵
っ
た
の
は
、
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
人
の
モ
デ
ル
大
崎
護
佑
は
、
「
大
柄
で
は
な
い
が
よ

く
肥
満
し
て
好
々
爺
と
云
っ
た
感
じ
、
そ
の
当
時
は
五
十
才
く
ら
い
だ
っ

た
」
　
（
小
野
前
引
著
）
と
い
う
。
そ
の
反
面
そ
の
子
食
害
は
、
「
幼
時

か
ら
頭
の
冴
え
た
将
来
の
望
み
を
か
け
た
ド
供
で
あ
っ
た
の
に
、
少
年

期
か
ら
乱
気
と
な
り
、
は
て
は
家
に
置
い
て
あ
っ
た
父
の
猟
銃
で
自
殺

を
と
げ
る
」
と
い
う
不
幸
を
担
っ
た
人
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
人
生
は
若

さ
独
歩
の
同
情
と
文
学
的
共
感
を
引
か
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
子
が
自
殺
し
た
時
、
独
歩
に
は
鹿
狩
り
に
同
行
し
た
時
に

目
撃
し
た
彼
の
姿
が
、
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
一
見
明
る
く
見
え
な
が
ら
、
そ
の
内
に
暗
い

影
を
引
き
ず
っ
て
い
た
彼
が
、
徐
々
に
独
歩
の
中
に
お
い
て
「
今
井
の

叔
父
さ
ん
」
と
し
て
形
象
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
「
鹿
狩
」
の
中
の
重
要
な
一
人
物
と
化
し
た
の

で
あ
っ
た
。
と
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
作
中
の
「
徳
さ
ん
」
は
、

独
歩
の
視
座
の
形
象
化
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ

の
「
徳
さ
ん
」
の
眼
を
通
し
て
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
は
ど
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
今
井
の
叔
父
さ
ん
が
皆
な
の
中
で
も
一
番
声
が
大
き
い
、
一
番

元
気
か
お
る
、
一
番
面
白
さ
う
で
あ
る
、
一
番
訃
膏
つ
て
ゐ
る
、

一
番
年
を
取
つ
て
ゐ
る
、
僕
に
一
番
気
に
人
つ
て
ゐ
た
。

－８



　
こ
れ
が
最
初
に
紹
介
さ
れ
る
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
の
姿
で
あ
る
。

　
「
徳
さ
ん
」
を
最
初
に
誘
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
こ
の
「
今
井
の
叔
父
さ

ん
」
で
は
な
く
、
小
説
に
「
人
の
善
い
叔
父
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る

「
中
根
の
叔
父
さ
ん
」
で
あ
っ
た
。
小
説
の
構
成
上
か
ら
考
え
る
と

「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
が
「
徳
さ
ん
」
を
鹿
狩
り
に
誘
う
方
が
、
妥
当

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
は
「
徳
さ
ん
」
の
義
父
、
つ
ま

り
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
の
「
ト
三
年
忌
」
の
「
紀
念
の
た
め
に
」

「
徳
さ
ん
」
が
「
少
年
の
時
の
鹿
狩
の
物
語
」
を
語
っ
た
も
の
な
の
だ

か
ら
。
そ
れ
な
の
に
「
中
根
の
叔
父
さ
ん
」
が
誘
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
独
歩
白
目
身
の
体
験
が
そ
こ
に
さ
ら
け
出
さ
れ
て

し
ま
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
層
「
徳
さ
ん
」
の
視
点

は
独
歩
の
そ
れ
に
重
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
程
の
引
用
の
個
所
に
戻
ろ
う
。
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
は

鹿
狩
り
の
一
行
の
中
で
何
で
も
一
番
で
、
こ
と
に
も
「
僕
に
一
番
気
に

人
つ
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
彼
は
一
行
の
服
装
を
見
て
「
丸
で
山
賊
の

や
う
だ
！
」
と
大
い
声
で
笑
い
な
が
ら
怒
鳴
る
。
船
の
中
で
は
大
概
猟

の
話
で
あ
っ
た
が
、
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
の
話
が
矢
張
り
一
番
面
白

く
て
、
皆
を
笑
わ
せ
た
。
皆
が
笑
わ
な
い
時
で
も
叔
父
さ
ん
は
∵
Λ
大

声
で
笑
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
徳
さ
ん
」
の
目
に
映
る
「
今
井
の
叔
父

さ
ん
」
は
、
洒
落
っ
気
が
有
り
、
豪
放
屁
落
で
暗
い
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
　
『
君
の
鉄
砲
な
ら
一
つ
で
外
れ
た
ら
直
ぐ
後
の
。
っ
て
打
つ
こ
と
が

出
来
る
が
僕
の
は
さ
う
行
か
な
い
か
ら
困
る
、
な
″
に
、
中
る
や
つ
な

ら
一
発
で
中
る
か
ら
な
″
』
と
片
う
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
の
会
話
は

い
ろ
い
ろ
な
含
み
を
持
っ
て
聞
こ
え
る
。
後
に
少
年
の
「
徳
さ
ん
」
は

こ
の
銃
で
大
き
な
鹿
を
仕
留
め
る
こ
と
に
な
る
し
、
叔
父
さ
ん
の
▽
人

息
子
の
「
鉄
也
さ
ん
」
は
鉄
砲
腹
を
や
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
こ
の

銃
が
旧
式
の
火
縄
銃
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
こ
の
暗
示
が
独
歩
の

体
験
し
た
大
崎
護
佑
の
一
人
息
子
貞
吉
の
火
縄
銃
に
よ
る
自
殺
を
、
そ

れ
と
な
く
私
に
想
像
さ
せ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
よ
う
な
鉄
砲
を
持
っ
て
鹿
狩
り
に
加
わ
っ
て
い
る
「
今
井
の
叔

父
さ
ん
」
は
ま
た
、
「
徳
さ
ん
」
の
、
眼
に
は
随
分
の
ん
び
り
と
映
る
。

猟
場
で
昼
の
弁
当
に
瓢
箪
の
酒
で
独
酌
を
始
め
た
叔
父
さ
ん
は
、
弁
当

を
食
べ
終
わ
る
と
、
そ
こ
に
横
に
な
っ
て
寝
て
し
ま
う
。
こ
の
時
で
あ
っ

た
、
大
き
な
鹿
が
小
藪
を
分
け
て
一
一
人
の
方
に
近
づ
い
て
き
た
の
は
。

　
「
鹿
だ
１
・
　
僕
は
ど
う
為
や
う
か
と
思
っ
た
。
」
叔
父
さ
ん
を
起
こ
す

と
叔
父
さ
ん
は
き
っ
と
大
き
な
声
を
出
し
て
鹿
を
逃
が
し
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
「
僕
（
徳
さ
ん
）
」
は
、
叔
父
さ
ん
が
小
松
に
立
て
か
け
て
置

い
た
銃
を
ソ
ッ
と
把
っ
た
。
鹿
が
近
づ
い
て
来
る
。

そ
の
次
の
場
面
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
僕
の
胸
は
ワ
ク
く
し
て
来
た
、
何
故
叔
父
さ
ん
を
起
こ
さ
な

か
つ
た
か
と
悔
む
だ
が
最
早
遅
い
。
十
二
の
少
年
が
銃
を
把
て
子

馬
程
の
鹿
に
差
し
向
け
た
様
は
如
何
に
可
笑
か
つ
た
ざ
り
う
か
。

し
か
し
僕
は
戦
慄
ふ
手
に
力
を
入
れ
て
搬
機
を
引
い
た
。
ズ
ド
ン

の
音
と
共
に
僕
自
身
が
後
ろ
に
倒
れ
た
。
叔
父
さ
ん
が
飛
び
起
き

た
。

　
『
何
だ
く
危
険
な
い
！
・
　
何
し
た
ツ
？
』
と
掬
ふ
や
う
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
ま
ま
こ
や
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

て
僕
を
起
こ
し
た
。
僕
は
其
侭
小
藪
の
な
か
に
飛
び
込
ん
だ
。
そ
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し
て
叔
父
さ
ん
も
続
い
て
飛
び
込
む
だ
。

　
　
『
打
た
な
！
・
』
と
叔
父
さ
ん
は
鹿
を
一
目
見
て
叫
ん
だ
。
そ
し

て
何
と
も
形
容
の
し
や
う
の
無
い
妙
な
笑
を
版
元
に
浮
べ
て
僕
に

抱
き
付
い
た
。
そ
し
て
版
の
う
ち
に
は
涙
を
浮
べ
て
ゐ
た
。

　
こ
こ
に
は
、
十
二
歳
の
少
年
「
僕
」
こ
と
「
徳
さ
ん
」
の
手
柄
と
、

そ
れ
を
知
っ
た
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
の
感
動
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
こ
が
、
こ
の
小
説
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
こ

の
場
面
の
後
、
小
説
に
は
一
行
の
空
隙
が
あ
っ
て
以
下
「
今
井
の
叔
父

さ
ん
」
の
人
生
の
暗
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
く
。
鹿
狩
り
の
帰
路
「
今

井
の
叔
父
さ
ん
」
は
「
僕
」
の
冒
険
に
感
動
し
た
せ
い
か
、
「
僕
」
を

離
そ
う
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
「
僕
」
は
叔
父
さ
ん
と
共
に
陸
を
徒

歩
で
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
途
中
、
う
の
字
峠
で
同
行
の
「
判
事

さ
ん
」
が
黒
い
鳥
を
撃
ち
、
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
に
小
声
で
何
事
か

言
い
な
が
ら
そ
れ
を
渡
し
た
。
「
僕
」
に
は
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の

か
分
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
二
か
月
程
後
、
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
の
∵
ハ
息
子
の

「
鉄
也
さ
ん
」
が
、
鉄
砲
で
腹
を
打
っ
て
自
殺
す
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。

小
説
は
こ
の
「
鉄
也
さ
ん
」
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
鉄
也
さ
ん
と
い
う
の
は
今
井
の
叔
父
さ
ん
の
独
子
で
、
不
幸
に

も
四
五
年
前
か
ら
気
が
狂
っ
て
、
乱
暴
は
働
か
な
い
が
全
く
の
廃

人
で
あ
っ
た
。
其
頃
鉄
也
さ
ん
は
二
十
三
一
で
、
若
し
満
足
の
人

な
ら
叔
父
さ
ん
の
た
め
に
は
将
来
の
希
望
で
あ
っ
た
。

　
叔
父
さ
ん
は
狂
気
の
回
復
す
る
と
い
う
薬
は
何
で
も
試
み
た
。
う
の

字
峠
で
「
判
事
さ
ん
」
が
撃
っ
た
黒
い
鳥
「
岩
烏
」
も
、
じ
つ
は
そ
の

薬
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
「
鉄
也
さ
ん
」
の
狂
気
の
癒
え
る
希
望
が
全

く
無
く
な
っ
た
が
為
に
、
叔
父
さ
ん
は
殆
ど
自
棄
を
起
こ
し
て
酒
も
飲

め
ば
遊
猟
に
も
耽
る
、
何
処
と
な
く
自
分
ま
で
が
狂
気
じ
み
た
風
に
な
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
「
鉄
也
さ
ん
」
の
自
裁
後
「
僕
」
は
、
叔
父
さ
ん
の
顔
を
見
る
の
が

気
の
毒
で
、
一
月
ば
か
り
は
叔
父
さ
ん
の
処
に
行
か
な
か
っ
た
。
そ
し

て
あ
る
日
、
「
僕
」
は
叔
父
さ
ん
の
家
の
養
子
に
な
る
こ
と
に
決
ま
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
三

　
一
節
に
も
引
用
し
た
が
、
こ
の
小
説
は
次
の
一
文
で
終
わ
る
。

　
「
人
の
善
い
優
い
、
そ
し
て
勇
気
の
あ
る
剛
胆
な
、
義
理
の
堅
い
情

深
い
、
そ
し
て
気
の
毒
な
義
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
十
三
年
忌
に
今
年

が
当
る
、
由
て
記
念
の
た
め
に
少
年
の
時
の
鹿
狩
の
物
語
を
し
ま
し
た
。
」

　
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
「
僕
」
こ
と
「
徳
さ
ん
」
の
、
後
に
「
義
父
」

と
な
っ
た
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
へ
の
鎮
魂
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
徳
さ
ん
」
は
「
今
井
の
叔
父
さ
ん
」
が
一
番
気
に
入
っ
て
い
た
。
叔

父
さ
ん
は
豪
放
で
記
落
で
あ
っ
た
。
そ
の
話
で
皆
を
笑
わ
せ
た
。
明
る

く
振
舞
っ
て
い
る
こ
と
で
、
他
人
に
自
分
の
地
獄
を
見
せ
よ
う
と
し
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
人
生
に
「
鉄
也
さ
ん
」
と
い
う
暗
部
を
秘
め
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て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
叔
父
さ
ん
を
「
徳
さ
ん
」
は
「
気
の
毒
」
だ
と

同
情
し
て
い
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
叔
父
さ
ん
の
モ
デ
ル
は
い
た
。

け
れ
ど
も
、
「
徳
さ
ん
」
の
モ
デ
ル
は
い
な
か
っ
た
。
と
す
る
と
、

「
徳
さ
ん
」
の
叔
父
さ
ん
へ
の
感
情
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
独
歩

の
モ
デ
ル
ヘ
の
感
情
と
重
層
す
る
も
の
と
見
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
独
歩
が
佐
伯
時
代
に
材
を
取
っ
て
書
い
た
「
潔
の
半
生
」
を
読
む
と

そ
こ
に
は
「
狂
人
あ
り
。
其
父
之
を
憂
ひ
、
之
を
悲
し
み
て
措
く
能
は

ず
、
」
と
い
う
文
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
同
情
が
言
外
に
現
れ
て

い
る
。
そ
の
外
に
も
「
不
幸
の
家
族
」
　
「
不
運
の
小
児
」
　
「
胎
巷
の
廃

人
」
　
「
一
人
の
乞
食
」
　
二
人
の
孤
児
」
へ
の
や
み
が
た
い
同
情
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
感
情
、
性
向
は
「
徳
さ
ん
」
の
そ

れ
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
「
徳
さ
ん
」
は
独
歩
の
視
点

の
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
注
１
）
　
　
『
国
木
田
独
歩
全
集
　
第
九
巻
』
　
（
昭
和
四
三
年
・
第
三

　
刷
・
学
習
研
究
社
刊
）
の
「
潔
の
半
生
」
の
本
文
は
「
之
を
悲
し

　
　
　
ｉ

　
み
て
措
く
能
は
ず
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
注
２
）
　
小
野
茂
樹
『
若
き
日
の
国
木
田
独
歩
－
佐
伯
時
代
の
研
究
ｉ
』

　
（
昭
和
三
四
年
・
ア
ポ
ロ
ン
社
刊
）
の
「
作
品
編
」
の
「
鹿
狩
」

　
の
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
文
学
部
国
文
学
科
教
授
）
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