
現
代
文
学
に
お
け
る
「
銕
捨
」
の
系
譜
　
九

　
　
　
　
山
本
昌
代
「
デ
ン
デ
ラ
野
」

　
山
本
昌
代
の
小
説
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
は
、
題
名
の
よ
う
な
「
棄

老
」
あ
る
い
は
「
銕
捨
」
を
主
題
と
し
た
小
説
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
あ
つ
か
ま
し
い
老
婆
が
狭
い
団
地
の
三
男
の
家
に
転
が
り
込

み
、
嫁
に
嫌
み
を
言
わ
れ
な
が
ら
も
し
ぶ
と
く
居
座
っ
て
、
シ
ニ

カ
ル
な
目
で
孫
た
ち
の
上
に
現
れ
る
危
機
の
兆
候
を
見
て
い
る
と

い
っ
た
内
容
の
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
題
名
が

「
デ
ン
デ
ラ
野
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
小
説
全
体
に

「
棄
老
」
ま
た
は
「
銕
捨
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
小
説
を
分
析
し
た
上
で
、
現
代
文
学

に
お
け
る
「
銕
捨
」
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど

う
か
、
検
討
を
加
え
て
い
っ
て
み
た
い
。

１
〈
一
九
八
三
年
、
『
応
為
坦
々
録
』
で
文
萄
賞
を
い
た
だ
き
、

工
　
藤

茂

小
説
家
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
二
十
三
歳
の
時
…
…
〉
と
彼

女
自
身
が
「
緑
色
の
未
来
」
（
『
新
潮
』
平
成
七
年
七
月
号
）
に
書

い
て
い
る
よ
う
に
、
山
本
昌
代
は
津
田
塾
大
学
在
学
中
に
第
二
十

回
文
芸
賞
を
受
賞
し
て
、
世
に
出
た
作
家
で
あ
る
。
北
斎
親
娘
を

描
い
た
『
応
為
坦
々
録
』
以
外
に
も
、
『
文
七
殺
し
』
、
『
江
戸
役

者
異
聞
』
、
『
源
内
先
生
舟
出
祝
』
な
ど
、
江
戸
を
舞
台
と
し
た
小

説
を
発
表
し
、
一
方
に
お
い
て
『
善
知
鳥
』
や
『
デ
ン
デ
ラ
野
』

な
ど
の
短
編
集
を
持
っ
て
い
る
。
フ
几
八
六
年
に
「
豚
神
祀
り
」

で
第
九
六
回
芥
川
賞
候
補
に
上
り
、
翌
八
七
年
「
春
の
た
よ
り
」

で
再
度
第
九
七
回
芥
川
賞
候
補
に
お
さ
れ
た
。
し
か
し
、
受
賞
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
二
編
に
雑
誌
『
文
葡
』
（
文
葡
賞
特
別

号
・
Ｔ
几
八
六
年
刊
）
に
発
表
し
た
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
一
編
を
加

え
て
、
八
九
年
三
月
に
出
版
し
た
の
が
前
記
の
短
編
集
『
デ
ン
デ

ラ
野
』
で
あ
る
。
こ
の
短
編
集
は
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
十
一
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月
に
新
潮
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
。
実
は
こ
の
年
、
彼
女
は
『
緑
色

の
濁
っ
た
お
茶
あ
る
い
は
幸
福
の
散
歩
道
』
で
第
ハ
回
三
島
由
紀

夫
賞
を
受
賞
す
る
。
彼
女
の
小
説
を
賞
の
選
者
が
ど
の
よ
う
に
読

ん
だ
の
か
、
参
考
ま
で
に
列
挙
し
て
み
よ
う
（
注
①
）
。

　
　
〈
閉
塞
空
間
で
の
非
劇
的
劇
を
ガ
ラ
ス
細
工
の
よ
う
に
試
み
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
お
、
い
か
に
も

平
板
で
退
屈
で
あ
る
。
〉
（
石
原
慎
太
郎
）

〈
こ
の
家
族
の
日
常
の
脆
さ
〉
、
〈
は
た
ま
た
お
よ
そ
日
常
生

活
そ
の
も
の
の
脆
さ
〉
が
描
か
れ
て
い
る
。
（
江
藤
淳
）

　
　
〈
意
図
は
ど
う
あ
れ
結
果
的
に
は
平
均
的
日
常
性
だ
け
の
「
静

か
な
小
説
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
〉
（
筒
井
康
隆
）

　
　
〈
な
ん
だ
か
物
足
り
な
さ
す
ぎ
る
。
せ
め
て
も
う
一
味
あ
れ
ば

と
い
う
意
見
は
、
全
委
員
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
略
）
〉

　
〈
善
良
で
平
和
な
家
庭
と
い
う
水
槽
の
底
に
、
仮
借
の
な
い
死
の

色
が
沈
ん
で
い
る
。
〉
（
宮
本
輝
）

　
　
〈
生
き
て
、
こ
の
世
界
に
繋
が
る
た
め
に
、
な
に
か
を
書
こ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
日
常
生
活
の
平
穏
さ
に
潜
む

ー深
淵
」
〉
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
ら
れ
そ
う
な
小
説
だ
が
、
そ
れ

と
は
〈
方
向
が
少
し
違
う
。
〉
（
高
橋
源
一
郎
）

　
右
の
傍
線
は
私
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
選
考
委
員

会
の
席
上
で
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
案
の
定
、
フ
几
九
五
年
七
月
号
の
『
新
潮
』
誌
上
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
山
本
昌
代
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
日
常
の
中
の
危
機

の
兆
候
」
（
聞
き
手
・
編
集
部
）
の
中
に
、
以
下
の
よ
う
な
部
分

が
あ
っ
た
。

　
　
―
～
選
考
会
で
は
、
受
賞
作
の
「
日
常
を
描
く
」
と
い
う

　
　
手
法
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
「
日
常
」
と
い
う
こ
と
に

　
　
つ
い
て
、
特
別
な
お
考
え
は
あ
り
ま
す
か
？

　
　
　
　
「
私
は
、
小
説
の
方
法
と
し
て
ご
く
自
然
に
日
常
を
描
く

　
　
と
い
う
こ
と
を
選
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
考
え
な

　
　
い
で
す
ね
。
小
説
表
現
と
い
う
の
は
、
日
常
性
を
表
現
す
る

　
　
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
北
斎
と
お
栄
の
生
活
を
描
い
た
最
初

　
　
の
作
品
か
ら
、
変
わ
っ
て
い
な
い
で
す
ね
。
」

　
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
彼
女
は
さ
ら
に
、
〈
（
賂
）
あ
く
ま
で

兆
候
だ
け
を
書
い
た
ん
で
す
。
い
つ
も
私
の
や
り
方
で
物
足
り
な

い
人
は
、
そ
し
て
ど
う
な
っ
た
か
、
そ
う
い
う
部
分
を
書
か
な
き
ゃ

駄
目
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
ん
で
す
ね
。
で
も
、
今
の
時
点
で
は

自
分
に
と
っ
て
そ
う
い
う
や
り
方
が
自
然
だ
か
ら
、
こ
れ
で
い
い
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と
思
っ
て
い
ま
す
。
〉
　
と
言
い
、
日
常
の
危
機
の
兆
候
だ
け
を

書
く
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
は
「
書
記
官
」
だ
と
い
う
姿

勢
で
書
い
て
い
る
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
山
本
作

品
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
茂
田
真
理
子
も
「
山
本
昌
代
論
－
１
－
ニ

つ
の
家
族
」
（
注
②
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
彼
女
が
描
く
も
の
は
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
日
常
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
追
体
験
を
求
め
る
よ
う
な
〈
風
景
〉

　
　
の
中
に
で
は
な
く
、
今
こ
こ
に
い
る
私
た
ち
を
も
ふ
く
ん
で

　
　
い
る
よ
う
な
〈
眺
め
〉
の
中
に
描
か
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
奇

　
　
妙
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
、
私
た
ち
の
目
の
前
に
現
れ

　
　
る
。
物
語
が
閉
じ
れ
ば
、
そ
れ
で
終
わ
り
、
と
い
う
も
の
で

　
　
は
な
い
。
本
を
お
い
た
そ
の
後
に
も
、
彼
女
の
ま
な
ざ
し
が

　
　
自
分
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
の
を
感
じ
る
。
当
た
り
前
に
見

　
　
え
て
い
た
〈
風
景
〉
が
、
何
だ
か
疑
わ
し
く
思
え
て
く
る
。

　
小
説
集
『
デ
ン
デ
ラ
野
』
に
収
め
ら
れ
た
三
編
も
ま
た
、
以
上

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
彼
女
の
作
品
の
特
色
を
持
っ
て
い
る

小
説
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
家
庭
生
活
に
お
け

る
日
常
の
相
の
変
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
子
ど
も
に
顕
著
に
現
れ
る
。

次
に
現
れ
る
の
は
老
人
で
あ
り
、
女
性
で
あ
る
。
そ
れ
を
親
と
子
、

あ
る
い
は
、
孫
と
の
関
係
に
お
い
て
描
い
て
い
る
の
が
小
説
「
デ

ン
デ
ラ
野
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
日

常
に
い
つ
の
間
に
か
忍
び
寄
っ
て
い
る
相
の
変
質
を
、
私
た
ち
に

提
示
し
て
見
せ
る
。
こ
こ
に
こ
の
小
説
の
特
異
性
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
小
説
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
の
登
場
人
物
は
八
十
三
歳
に
な
る
吉
田

の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
、
そ
の
三
男
坊
の
利
夫
夫
婦
、
そ
れ
に
利
夫

夫
婦
の
娘
と
息
子
、
つ
ま
り
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
孫
た
ち
で
あ
る
。

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
〈
防
空
壕
に
隠
れ
て
戦
争
を
生
き
残
り
、
細

工
師
の
亭
主
の
作
り
も
の
を
百
姓
に
米
や
芋
と
換
え
て
も
ら
っ
た
り

し
な
が
ら
戦
後
の
食
糧
難
を
の
り
越
え
た
。
長
男
夫
婦
と
暮
ら
す

う
ち
に
亭
主
を
亡
く
し
、
十
年
ほ
ど
前
今
度
は
長
男
が
病
死
し
た
。

次
男
坊
の
家
庭
に
割
り
込
ん
で
、
そ
の
嫁
や
孫
だ
ち
と
す
っ
た
も
ん

だ
の
格
闘
を
し
な
が
ら
、
至
っ
て
丈
夫
に
年
月
を
送
っ
た
〉
。
と

こ
ろ
が
、
次
男
は
勤
め
先
で
突
然
倒
れ
て
亡
く
な
っ
た
。
そ
れ
で

三
男
坊
の
利
夫
の
家
庭
に
や
っ
て
来
た
。
利
夫
が
死
ん
だ
ら
四
男

坊
の
晴
夫
（
ハ
ル
オ
）
の
所
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
（
注
③
）
。
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利
夫
た
ち
は
団
地
の
五
階
に
あ
る
三
Ｄ
Ｋ
の
狭
い
家
に
住
ん
で

い
る
。
〈
二
つ
の
六
畳
を
、
二
十
六
に
な
る
無
職
の
娘
と
、
予
備

校
通
い
の
十
九
歳
の
息
子
が
そ
れ
ぞ
れ
占
領
し
て
い
る
。
残
り
の

一
間
が
夫
婦
の
寝
ど
こ
で
、
そ
こ
と
襖
境
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
〉
に
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
布
団
を
敷
い
て
寝
て
い
る
の
だ
。
利
夫
の
妻
文

江
は
夫
の
セ
イ
ジ
ン
ビ
ョ
ウ
（
成
人
病
）
を
、
セ
イ
シ
ン
ビ
ョ
ウ

（
精
神
病
）
と
勘
違
い
す
る
よ
う
な
女
で
あ
る
。
そ
の
彼
女
に
言
わ

せ
る
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
〈
「
年
寄
ら
し
く
な
く
」
朝
寝
坊
だ
が
、

ぐ
っ
す
り
眠
れ
る
の
は
健
康
の
証
拠
だ
。
歯
も
丈
夫
で
煎
餅
も
食

べ
ら
れ
る
し
、
好
き
嫌
い
と
い
う
の
が
な
い
か
ら
何
で
も
来
い
な

の
だ
。
体
の
具
合
が
悪
い
と
こ
ろ
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
そ
の
割
に

家
の
手
伝
い
も
し
な
い
で
、
一
日
中
遊
ん
で
い
る
〉
。
一
方
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
に
し
て
み
れ
ば
、
夫
の
出
社
後
〈
洗
濯
掃
除
と
腕
ま
く

り
を
す
る
主
婦
に
と
っ
て
、
グ
イ
ニ
ン
グ
で
寝
て
い
る
姑
と
い
う

の
は
確
か
に
迷
惑
な
代
物
〉
だ
ろ
う
と
は
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
。

　
〈
長
年
の
習
慣
は
滅
多
な
こ
と
で
は
変
え
ら
れ
な
い
。
済
ま
な
い

な
と
思
う
だ
け
で
、
あ
ま
り
反
省
も
身
に
沁
み
な
い
の
だ
〉
。

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
孫
た
ち
の
人
間
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
と
、
祖
母
と
孫
の
関
係
と
い
う
よ
り
も
、
孫
の
観
察
者

と
し
て
彼
女
は
描
か
れ
て
い
る
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
眼
は
、
孫
た

ち
に
現
れ
る
日
常
の
相
の
変
容
を
容
赦
な
く
読
み
取
っ
て
い
く
。

と
同
時
に
団
地
と
い
う
社
会
の
変
質
を
も
感
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
孫
の
千
代
子
は
〈
国
立
を
滑
っ
て
一
浪
し
た
後
、
都
下
の
私
立

の
女
子
大
で
国
際
関
係
学
を
学
ん
だ
。
親
は
二
年
目
も
国
立
を
望

ん
だ
が
、
共
通
一
次
試
験
の
科
目
数
の
多
さ
に
負
（
め
）
げ
て
、

予
備
校
入
学
当
初
か
ら
私
大
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
。
現
役
の
時
と

違
い
、
下
手
な
鉄
砲
も
何
と
か
の
格
言
に
な
ら
っ
て
、
七
校
受
け

他
は
み
ん
な
落
ち
た
の
だ
。
中
よ
り
は
上
の
成
績
で
三
年
ま
で
は
通

し
、
大
学
院
に
進
む
か
否
か
で
担
当
の
教
授
と
相
談
も
何
度
か
し

た
。
将
来
の
希
望
に
燃
え
て
元
気
い
っ
ぱ
い
の
日
々
だ
っ
た
〉
。

そ
の
よ
う
な
彼
女
に
突
然
次
の
よ
う
な
兆
候
が
現
れ
る
。
〈
四
年
の

春
に
、
ふ
と
英
語
が
読
め
な
く
な
っ
た
。
秋
の
終
わ
り
に
退
学
届
け

を
出
す
ま
で
、
約
半
年
間
、
白
っ
ち
ゃ
け
た
顔
を
し
て
い
た
〉
。

　
こ
う
し
て
千
代
子
は
大
学
を
辞
め
、
転
々
と
ア
ル
バ
イ
ト
の
仕

事
を
変
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
会
社
（
社
会
）
か
ら
疎
外

さ
れ
て
い
く
の
だ
。
そ
し
て
、
ま
る
で
、
見
え
な
い
敵
に
で
も
立

ち
向
か
う
か
の
よ
う
に
太
極
拳
や
空
手
を
習
い
、
ヌ
ン
チ
ャ
ク
を

ビ
ュ
ン
ビ
ュ
ン
振
り
回
し
て
い
る
。
や
が
て
彼
女
は
、
鉄
製
の
ヌ

-
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ン
チ
ャ
ク
と
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
買
う
。
そ
し
て
事
故
が
起
き
る
。
千

代
子
の
振
り
回
す
鉄
製
ヌ
ン
チ
ャ
ク
が
、
過
っ
て
弟
透
の
頭
を
打
っ

た
の
だ
。

　
孫
の
透
は
十
九
歳
で
予
備
校
に
通
っ
て
い
る
。
模
試
の
結
果
が

あ
ま
り
思
わ
し
く
な
い
ら
し
く
、
齢
ぎ
込
ん
で
い
る
。
そ
ん
な
あ

る
日
、
〈
千
代
子
が
振
り
回
し
た
凶
器
が
、
透
の
頭
を
打
っ
た
の

だ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
間
近
で
事
故
の
瞬
間
を
見
た
〉
。
倒
れ
た

孫
は
救
急
車
で
病
院
に
運
ば
れ
た
。

　
翌
日
の
昼
過
ぎ
、
透
は
頭
に
包
帯
を
巻
い
て
戻
っ
て
来
た
。

　
〈
医
者
が
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
と
診
断
し
た
〉
と
い
う
。
だ
が
、

そ
の
後
の
透
に
は
不
思
議
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
電
話
の
受
話
器

を
取
り
メ
モ
を
し
て
い
て
ふ
と
ペ
ン
を
落
と
す
。
落
と
し
た
ペ
ン

に
視
線
を
向
け
た
ま
ま
、
う
つ
ろ
な
表
情
を
し
て
い
る
。
千
代
子

が
「
透
っ
」
と
呼
ん
で
も
無
反
応
だ
。
あ
る
時
に
は
食
事
中
に
ポ

ロ
リ
と
箸
を
落
と
す
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
は
忘
我
状
態
に
な
る
。

入
試
の
時
期
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
顔
つ
き
が
暗
く
な
る
。
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
は
く
や
っ
ぱ
り
あ
い
つ
は
お
か
し
く
な
っ
て
い
る
〉
と
思

　
　
　
「
あ
い
つ
は
き
っ
と
事
故
に
あ
っ
て
、
血
を
た
く
さ
ん
流
し

　
　
て
死
ぬ
ぞ
」

　
　
　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
脳
裡
に
ふ
と
事
故
現
場
が
映
っ
た
。
黄

　
　
色
い
自
動
車
が
横
倒
し
に
な
り
、
撥
ね
飛
ば
さ
れ
た
透
の
頭

　
　
が
割
れ
て
い
る
。
次
の
瞬
間
ビ
ル
街
の
路
地
裏
が
映
っ
た
。

　
　
風
体
の
悪
い
二
人
組
に
恐
喝
さ
れ
て
い
る
透
が
見
え
る
。
蒼

　
　
ざ
め
た
態
で
弱
々
し
く
身
構
え
な
が
ら
何
か
叫
ん
で
い
る
。

　
　
二
人
組
み
は
ニ
ヤ
ニ
ヤ
と
笑
い
、
背
広
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
飛

　
　
び
出
し
ナ
イ
フ
を
出
す
と
、
透
の
腹
を
突
く
。
一
回
、
二
回
、

　
　
三
回
、
四
回
…
…

　
そ
こ
に
透
が
戻
っ
て
来
る
。
〈
無
事
に
戻
っ
て
来
だ
の
が
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
少
し
つ
ま
ら
な
い
〉
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
孫

の
異
変
は
続
い
て
い
く
。

　
　
　
透
は
時
々
箸
を
落
と
す
。
し
ば
ら
く
空
白
の
表
情
に
な
る
。

　
　
千
代
子
に
し
な
だ
れ
か
か
る
。
頭
を
打
っ
た
シ
ョ
ッ
ク
の
後

。
　
遺
症
か
ヽ
受
験
間
際
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
か
ヽ
極
く
稀
に
は
テ
レ

　
　
ビ
を
見
て
、
誰
も
笑
わ
な
い
箇
所
で
い
き
な
り
、

　
　
　
「
わ
っ
は
っ
は
」

　
　
　
と
笑
い
出
す
の
だ
。
そ
ん
な
時
母
親
と
千
代
子
が
さ
も
不

　
　
安
気
に
顔
を
見
合
わ
せ
る
の
が
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
ゾ
ク
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ソ
ク
す
る
ほ
ど
面
白
い
。

　
こ
れ
が
孫
透
に
現
れ
た
兆
候
だ
っ
た
。
そ
れ
は
少
年
を
襲
っ
た

日
常
性
の
変
質
と
言
い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う

に
そ
れ
は
千
代
子
を
襲
い
、
次
に
透
の
上
に
現
れ
、
一
家
の
生
活

を
徐
々
に
変
容
さ
せ
て
い
く
。

　
次
は
、
団
地
内
の
夜
の
公
園
で
の
千
代
子
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の

や
り
と
り
で
あ
る
。

　
　
　
ヌ
ン
チ
ャ
ク
が
音
を
立
て
て
い
る
間
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は

　
　
安
心
し
て
ベ
ン
チ
に
坐
っ
て
い
る
。
が
そ
れ
が
途
切
れ
る
と

　
　
途
端
に
不
安
に
駆
ら
れ
る
の
だ
。

　
　
　
「
千
代
子
さ
ん
っ
」

　
　
　
思
わ
ず
叫
ん
だ
。

　
　
　
「
な
あ
に
」

　
　
怪
冴
そ
う
な
声
が
返
る
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
返
事
に
困
っ
て
、

　
　
　
「
あ
、
あ
た
し
は
少
し
、
心
配
な
ん
だ
け
ど
」

　
　
　
と
い
っ
た
。
自
分
で
も
思
い
が
け
な
い
言
葉
だ
っ
た
。

　
　
　
「
何
か
」

　
　
　
千
代
子
は
そ
う
答
え
た
き
り
少
し
黙
っ
た
あ
と
、

　
　
　
「
お
父
さ
ん
な
ら
大
丈
夫
よ
、
き
っ
と
。
ち
ゃ
ん
と
会
社
へ

　
　
行
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
。
検
査
の
結
果
も
少
し
糖
が
出
た
だ
け

　
　
よ
」

　
　
　
親
切
な
声
音
だ
っ
た
。
わ
ざ
と
ら
し
い
く
ら
い
だ
。
透
の

　
　
名
前
が
出
る
の
を
殊
更
に
避
け
た
が
っ
て
い
る
の
だ
と
も
勘

　
　
繰
れ
る
。

　
　
　
い
じ
わ
る
は
や
め
よ
う
と
思
い
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
透
の

　
　
こ
と
は
黙
っ
て
い
た
。
し
か
し
嫌
な
予
感
が
す
る
。
こ
の
家

　
　
に
何
か
こ
れ
か
ら
良
く
な
い
事
件
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
、
そ

　
　
れ
は
利
夫
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
そ
れ
に
利
夫
は
も
う
年
で
ろ
く
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
な
い
か
ら
、

　
　
惨
劇
を
期
待
で
き
そ
う
も
な
い
。

　
　
　
「
何
も
な
い
と
い
う
の
は
つ
ま
ら
な
い
か
ら
な
あ
」

　
以
上
長
々
と
引
用
し
て
き
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
異
変
の

起
き
た
少
年
透
の
結
末
を
示
す
伏
線
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
伏
線
を
た
ど
っ
て
行
く
と
、
こ
の
小
説
の
最
後
の
場
面
を
ど

う
読
む
か
が
判
断
出
来
る
。
そ
の
最
後
の
場
面
を
引
用
し
て
み
よ

　
深
夜
の
公
園
で
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
近
づ
い
て
来
る
者
が
い
る
。

男
だ
っ
た
。
顔
を
見
て
や
ろ
う
と
眼
を
凝
ら
し
た
彼
女
は
あ
っ
と

-
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驚
い
た
。
そ
れ
は
透
だ
っ
た
。

　
　
　
「
透
っ
。
ど
こ
へ
行
く
ん
だ
い
」

　
　
　
透
は
振
り
返
っ
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
無
関
心
に
眺
め
て
、

　
　
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
と
…
…
」

　
　
　
ベ
ン
チ
か
ら
腰
の
浮
い
た
格
好
で
、
声
が
途
切
れ
た
。

　
　
　
透
は
前
に
向
き
直
る
と
、
歩
き
出
し
た
。
出
口
を
出
て
、

　
　
階
段
を
下
り
て
行
く
。
家
へ
と
続
く
道
で
は
な
い
。
沿
っ
て

　
　
歩
け
ば
、
や
が
て
ス
ス
キ
の
野
っ
原
に
出
る
。
街
灯
も
途
中

　
　
で
な
く
な
る
道
だ
。

　
　
　
透
の
頭
の
先
が
地
面
の
線
か
ら
消
え
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

　
　
は
ベ
ン
チ
に
ぺ
た
り
と
坐
り
、
顔
の
向
き
を
正
面
に
戻
し
た
。

　
　
　
大
型
ト
ラ
ッ
ク
が
一
台
、
公
園
の
傍
を
通
り
過
ぎ
た
。

　
小
説
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
透
が
そ
の

後
ど
う
な
る
か
は
、
読
者
の
想
像
に
ま
か
さ
れ
る
。
先
に
引
用
し

た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
よ
う
に
「
兆
候
」
だ
け
が
書
か
れ
、

　
〈
そ
し
て
ど
う
な
っ
た
か
〉
は
書
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

こ
れ
ま
で
引
用
し
て
き
た
伏
線
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
透
の
そ
れ

か
ら
が
見
え
て
来
る
。
公
園
の
傍
を
通
り
過
ぎ
た
一
台
の
大
型
ト

ラ
ッ
ク
が
事
故
を
起
こ
し
、
透
か
撥
ね
飛
ば
さ
れ
る
。
た
と
い
、

そ
の
大
型
ト
ラ
ッ
ク
で
な
く
て
も
、
次
の
、
あ
る
い
は
そ
の
次
の

ト
ラ
ッ
ク
に
撥
ね
ら
れ
て
彼
は
死
ぬ
。
公
園
の
傍
の
道
は
ト
ラ
ッ

ク
の
通
行
が
結
構
多
い
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ

う
で
な
い
に
し
て
も
、
透
は
ス
ス
キ
の
野
っ
原
を
さ
迷
い
歩
き
、

も
う
家
に
は
帰
っ
て
来
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
は
こ
の
小
説
に
お
い

て
二
度
と
生
き
て
帰
っ
て
来
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

　
こ
こ
で
捨
て
ら
れ
る
の
は
老
婆
で
は
な
く
、
少
年
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
親
棄
春
の
説
話
で
祖
父
に
孝
行
を
す
る
役
を
果
た
し
た

孫
が
、
現
代
の
「
銕
捨
」
で
は
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
少
年
を
襲
っ
た
変
質
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
捨
て
る
の
で
あ
る
。

「
デ
ン
デ
ラ
野
」
の
特
色
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
少
年
が
こ
の
よ
う
に
し
て
消
え
て
い
く
の
は
、
何

を
意
味
す
る
の
か
。
次
節
で
、
団
地
の
公
園
か
ら
子
供
の
姿
が
消

ぐ
て
い
く
現
象
と
併
せ
て
考
え
て
み
た
い
・

３

見
渡
す
限
り
の
団
地
群
だ
。

な
だ
ら
か
な
丘
の
斜
面
に
沿
っ
て
、
白
く
、
四
角
く
、
端
々

-
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と
連
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
九
つ
に
街
区
分
け
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
棟
か
ら
成
っ
て

　
　
い
る
。
合
わ
せ
て
二
百
七
十
棟
だ
が
、
周
辺
に
別
の
団
地
も

　
　
何
種
か
続
い
て
い
る
の
で
、
ど
こ
が
切
れ
目
か
わ
か
り
に
く

　
　
い
。
団
地
の
傍
に
お
ま
け
の
よ
う
な
具
合
で
一
戸
建
て
も
並

　
　
ん
で
い
る
。

　
　
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
の
文
学
空
間
は
こ
の
よ
う
な
団
地
に
設
定
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
か
に
も
現
代
的
な
風
景
で
あ
る
。
吉
田
の

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
住
ま
い
は
こ
こ
に
あ
る
。
住
所
は
帷
子
団
地
五

棟
の
五
階
、
五
ノ
五
五
三
号
。

　
　
〈
団
地
は
広
い
か
ら
、
公
園
は
い
く
つ
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど

ど
こ
へ
行
っ
て
も
老
人
が
い
る
。
六
、
七
人
固
ま
っ
て
遊
ん
で
い

る
組
も
あ
れ
ば
、
ベ
ン
チ
で
話
し
込
ん
で
い
る
人
も
い
る
。
ひ
と

り
で
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
お
爺
さ
ん
が
い
る
か
と
思
う
と
、
ひ
と

つ
ベ
ン
チ
に
仲
良
く
腰
か
け
て
、
お
互
い
を
無
視
し
合
っ
て
い
る

お
ば
あ
さ
ん
が
い
る
〉
。
団
地
の
公
園
は
、
こ
の
よ
う
に
老
人
た

ち
ば
か
り
だ
。
〈
午
後
学
校
が
退
け
る
時
刻
に
な
れ
ば
、
公
園
も

通
学
路
も
ラ
ン
ド
セ
ル
や
紺
の
制
服
で
賑
う
が
、
陽
の
高
い
う
ち

か
ら
ぶ
ら
つ
い
て
い
る
の
は
、
勤
め
も
家
事
も
な
い
年
寄
だ
け
だ
。

年
寄
ば
か
り
が
住
ん
で
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
す
ほ
ど
だ
〉
。

　
こ
の
小
説
を
読
む
限
り
で
は
、
団
地
の
公
園
に
幼
児
と
若
い
主

婦
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
。
老
人
だ
け
の
世
界
で
あ
る
。
従
っ
て
そ

れ
は
異
様
な
光
景
だ
。
社
会
の
高
齢
化
と
少
子
化
を
象
徴
す
る
よ

う
な
光
景
で
あ
る
。
そ
の
上
に
、
孫
透
に
託
さ
れ
た
少
年
た
ち
も

社
会
に
疎
外
さ
れ
て
消
え
て
行
く
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
団
地
の
住
ま
い
で
、
あ
る
日
、
嫁
の
文
江
と
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
と
の
間
に
次
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
。

　
　
　
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
デ
ン
デ
ラ
野
っ
て
御
存
知
？
」

　
　
　
「
え
」

　
　
　
と
訊
き
返
す
と
、

　
　
　
「
デ
ン
デ
ラ
野
。
姥
捨
山
よ
」

　
　
　
文
江
は
明
る
い
声
音
で
、

　
　
　
「
遠
野
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
ん
で
す
っ
て
、
岩
手
の
」

　
　
　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
黙
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
昔
は
六
十
に
な
る
と
、
み
ん
な
そ
こ
へ
行
っ
た
ん
で
す
っ

　
　
て
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
も
う
八
十
三
ね
」

　
　
　
文
江
は
新
聞
か
ら
目
を
離
さ
ず
、

　
　
　
「
遠
野
の
語
部
の
お
ば
あ
さ
ん
が
、
今
度
中
野
サ
ン
プ
ラ
ザ
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で
昔
話
を
す
る
ん
で
す
っ
て
。
新
聞
見
ま
し
た
？
」

　
　
「
見
て
な
い
よ
」

　
　
「
今
は
寿
命
が
の
び
る
ば
か
り
で
、
老
人
問
題
な
ん
て
や
か

　
　
ま
し
い
け
ど
、
昔
の
人
は
偉
い
も
の
ね
。
身
の
引
き
際
と
い

　
　
う
の
を
、
み
ん
な
が
知
っ
て
い
た
の
ね
」

　
嫁
の
文
江
の
会
話
は
、
ず
う
ず
う
し
く
自
分
の
家
に
居
座
っ
て

い
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
へ
の
当
て
つ
け
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
デ

ン
デ
ラ
野
の
イ
メ
ー
ジ
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
内
面
で
繰
り
返
さ
れ

て
い
く
時
、
そ
れ
は
団
地
の
光
景
と
重
な
っ
て
い
く
。
都
市
の
郊

外
の
い
か
に
も
現
代
的
な
団
地
が
、
デ
ン
デ
ラ
野
へ
と
変
容
し
て

い
く
の
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
小
説
で
は
こ
の
後
に
〈
遠
野
郷
は
民
話
の
宝
庫
と

し
て
名
高
い
村
だ
。
新
聞
に
よ
る
と
、
柳
田
某
と
い
う
有
名
な
学

者
の
先
生
が
昔
語
り
を
本
に
ま
と
め
て
以
来
、
名
所
に
な
っ
た
ら

し
い
。
〉
と
い
う
二
行
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
出
て

来
る
「
本
」
と
は
、
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
佐
々
木

喜
善
の
話
を
柳
田
国
男
が
聞
き
、
そ
れ
を
編
纂
し
た
『
遠
野
物
語
』

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
　
そ
の
本
か
ら
で
は
な
く
、
鬼
頭
典

子
が
遠
野
を
訪
れ
て
書
い
た
一
文
か
ら
、
デ
ン
デ
ラ
野
の
部
分
を

引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
デ
ン
デ
ラ
野
。
外
国
語
み
た
い
な
こ
の
語
は
、
遠
野
で
は

　
　
「
う
ば
捨
て
」
を
意
味
す
る
そ
う
だ
。
ョ
モ
ギ
が
き
つ
く
に

　
　
お
う
風
の
細
道
を
山
へ
と
た
ど
る
と
、
草
原
が
開
け
た
。
六

　
　
十
歳
に
な
る
と
男
も
女
も
こ
の
原
に
集
ま
り
、
昼
は
里
の
農

　
　
家
を
手
伝
っ
て
わ
ず
か
の
食
料
を
得
、
夜
は
原
の
小
屋
に
帰

　
　
る
暮
ら
し
の
中
で
死
を
待
っ
た
。
（
注
④
）

　
こ
の
よ
う
な
民
俗
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
直
江
広
治
の
「
親

葉
山
根
源
記
」
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
「
親
棄
山
根
源
記
」
は
昭

和
三
十
七
年
三
月
、
毎
日
新
聞
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
人
物

語
５
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
氏
は
、
『
民
俗
学
』

二
巻
一
号
に
報
告
せ
ら
れ
た
東
京
北
多
摩
郡
の
次
の
よ
う
な
例
を

引
い
て
い
る
。

　
　
　
う
ば
す
て
山
と
い
う
所
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
五
十
く
ら

。
　
い
に
な
っ
た
ら
年
寄
を
棄
て
る
の
で
あ
る
Ｊ
身
代
の
な
い
家

　
　
の
者
は
、
山
へ
小
屋
を
建
て
て
住
む
。
身
代
の
あ
る
家
の
老

　
　
人
は
、
そ
の
年
配
に
な
る
と
、
い
っ
た
ん
山
へ
棄
て
ら
れ
て

　
　
か
ら
、
ま
た
家
へ
帰
っ
て
く
る
。
そ
の
時
は
、
山
へ
棄
て
ら

　
　
れ
て
も
身
代
が
な
い
た
め
に
帰
れ
な
い
で
い
る
者
が
、
送
っ
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て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
家
で
ご
ち
そ
う
に
な
っ
て
、
ま

　
　
た
山
へ
帰
る
の
で
あ
る
。
山
か
ら
送
ら
れ
て
帰
っ
た
人
は
、

　
　
新
し
い
命
を
得
て
生
き
返
っ
た
こ
と
に
な
り
、
子
供
が
一
人

　
　
ふ
え
た
と
い
っ
て
祝
わ
れ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
子
供
が
泣
い
た

　
　
り
す
る
と
「
う
ば
す
て
山
か
ら
、
ふ
る
ぢ
ぢ
、
ふ
る
は
ば
か

　
　
く
る
ぞ
」
と
い
っ
て
、
お
ど
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
（
注
⑤
）

　
右
の
報
告
に
は
三
つ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
五

十
以
上
の
年
寄
た
ち
は
う
ば
す
て
山
に
小
屋
を
建
て
て
住
ん
で
い

た
こ
と
。
第
二
は
、
う
ば
す
て
山
は
身
代
の
あ
る
老
人
に
と
っ
て

蘇
生
の
空
間
で
も
あ
っ
た
こ
と
。
第
三
は
、
子
供
た
ち
に
も
そ
の

こ
と
を
教
え
て
い
た
こ
と
。
遠
野
の
デ
ン
デ
ラ
野
は
こ
の
第
一
と

同
様
の
意
味
を
持
つ
空
間
で
あ
っ
た
。

　
団
地
の
公
園
が
老
人
た
ち
の
溜
り
場
と
化
す
時
、
そ
こ
は
デ
ン

デ
ラ
野
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
。
換
言
す
れ
ば
現
代
の
デ
ン
デ
ラ

野
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
デ
ン
デ
ラ
野
」

　
　
　
ふ
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
呟
い
た
。

　
　
　
響
き
が
快
く
て
何
度
か
繰
り
返
し
た
。
疲
れ
た
と
こ
ろ
で

　
ベ
ン
チ
に
腰
か
け
て
も
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
「
デ
ン
デ
ラ
野
」

　
と
呟
き
続
け
た
。

そ
し
て
、
千
代
子
と
公
園
に
い
た
時
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は

　
　
「
デ
ン
デ
ラ
野
っ
て
聞
い
た
こ
と
あ
る
か
ね
」

　
　
と
尋
ね
る
。

　
　
「
え
？
」

　
　
千
代
子
は
体
を
動
か
し
な
が
ら
、
咎
め
る
よ
う
な
調
子
で

　
訊
き
直
し
た
。

　
　
「
デ
ン
デ
ラ
野
」

　
　
「
知
ら
な
い
わ
、
何
そ
れ
」

　
　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
簡
単
に
説
明
す
る
と
、

　
　
「
野
な
の
？
山
じ
ゃ
な
く
て
。
野
っ
原
な
ら
捨
て
て
も
帰
っ

　
て
来
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
の
」

　
　
（
略
）

　
　
「
で
も
野
も
山
も
呼
び
名
が
違
う
だ
け
で
同
じ
よ
う
な
も
の

　
か
も
ね
。
こ
こ
ら
へ
ん
だ
っ
て
、
十
五
年
前
は
全
部
山
と
野
っ

　
原
だ
っ
た
ん
だ
も
ん
」

　
　
な
る
ほ
ど
そ
う
か
、
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
思
う
。

そ
の
後
、
千
代
子
は
「
で
も
ど
う
し
て
姥
捨
の
話
な
ん
か
す
る
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の
」
「
そ
ん
な
こ
と
い
う
年
寄
に
限
っ
て
長
生
き
す
る
の
よ
ね
」

と
独
り
ご
と
を
言
っ
て
公
園
を
出
て
行
く
。

　
団
地
の
向
こ
う
に
は
ま
だ
山
が
見
え
、
す
す
き
の
野
っ
原
も
拡

が
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
も
や
が
て
は
住
宅
地
に
な
る
の
だ
ろ

う
と
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
思
う
。
か
つ
て
は
姥
桧
山
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
団
地
の
一
帯
。
そ
れ
が
や
が
て
ま
た
現
代
の
デ
ン
デ

ラ
野
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
先
に
見
え
て
い
る
の
は
、
若
者
も
や

が
て
老
人
に
な
り
、
そ
の
老
人
た
ち
も
あ
の
世
へ
行
っ
て
し
ま
っ

た
後
、
次
の
若
者
た
ち
の
姿
の
見
え
な
い
廃
墟
と
な
っ
た
団
地
の

光
景
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
展
開
さ
れ
て
い
る
デ
ン
デ
ラ
野
は
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
空
間
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
眺
め
て
き
た
よ
う
に
、
山
本
昌
代
の
「
デ

ン
デ
ラ
野
」
の
特
色
は
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
孫
た
ち
に
現

れ
た
日
常
性
の
相
の
変
質
。
も
う
一
つ
は
、
団
地
空
間
の
「
デ
ン

デ
ラ
野
」
化
。
い
ず
れ
も
、
二
十
世
紀
の
社
会
が
も
た
ら
し
た
変

容
と
言
え
る
。
社
会
を
構
成
す
る
も
の
が
人
間
で
あ
る
こ
と
は
自

明
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
、
ニ
ト
世
紀
の
人
間
の
も

た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
「
銕
桧
」

を
主
題
と
は
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
捨
て

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
団
地
の
老

人
た
ち
は
あ
る
意
味
で
は
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
存
在
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
孫
た
ち
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
患
い
返
す

と
、
古
く
わ
が
国
で
は
老
人
も
子
供
も
捨
て
ら
れ
る
対
象
で
あ
っ

た
。
収
捨
は
子
捨
て
と
対
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
、
ど
ち

ら
も
疎
外
さ
れ
て
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
に
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、

「
デ
ン
デ
ラ
野
」
は
甦
り
の
空
間
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

小
説
で
は
そ
こ
は
む
し
ろ
未
来
の
不
毛
を
予
兆
す
る
場
所
と
し
て

描
か
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

使
っ
て
、
日
常
の
相
に
起
こ
っ
て
い
る
変
化
、
疎
外
さ
れ
て
い
く

人
間
、
換
言
す
れ
ば
、
捨
て
ら
れ
て
い
く
人
間
を
描
こ
う
と
し
た

作
品
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
捨
て
る
の
は
家
族
の
誰

で
も
な
い
ｏ
集
団
と
し
て
の
人
間
、
つ
ま
り
、
社
会
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
小
説
の
描
き
出
す
世
界
は
、
古
い
収
拾
の
そ

れ
だ
っ
た
の
だ
。
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
言
う
と
、
古
い
収
捨
の

世
界
が
現
代
に
甦
っ
た
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
古
い
収
捨
の
世
界

で
は
、
国
の
王
あ
る
い
は
殿
様
、
す
な
わ
ち
国
が
老
人
を
捨
て
さ
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せ
た
。
現
代
は
そ
う
い
う
機
関
、
ま
た
は
、
組
織
が
人
を
捨
て
て

い
く
の
だ
。
人
々
が
な
か
な
か
気
づ
く
こ
と
の
出
来
な
い
、
そ
の

よ
う
な
兆
候
を
描
い
た
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
は
、
そ
の
点
に
お
い
て

日
本
の
文
学
を
縦
に
貫
い
て
い
る
「
銕
捨
」
に
連
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
　
　
（
注
）

注
①
　
『
新
潮
』
（
一
丸
九
五
年
七
月
号
・
新
潮
社
）
の
三
島
由

　
　
紀
夫
賞
の
「
選
評
」
に
よ
る
。

注
②
　
『
文
学
界
』
（
平
成
九
年
七
月
号
・
文
驀
春
秋
）
掲
載
。

注
③
　
三
枝
和
子
は
『
デ
ン
デ
ラ
野
』
（
新
潮
文
庫
）
の
「
解
説
」

　
　
で
こ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

　
　
る
。

　
　
　
〈
こ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
凄
い
。
家
族
か
ら
邪
魔
も
の
扱
い

　
　
さ
れ
て
い
る
が
、
ケ
ロ
リ
と
し
て
、
堂
々
と
生
き
て
い
る
。

　
　
そ
し
て
ち
ょ
っ
ぴ
り
悲
し
い
。
そ
し
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が

　
　
３
Ｄ
Ｋ
の
「
デ
ン
デ
ラ
野
」
で
ケ
ロ
リ
と
し
て
居
ら
れ
る
の

　
　
は
、
家
族
が
み
ん
な
ば
ら
ば
ら
で
心
が
通
い
あ
っ
て
い
な
い

　
　
せ
い
だ
と
い
う
奇
妙
な
矛
盾
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
作
者

　
　
の
鋭
い
人
間
考
察
で
あ
る
。
〉

　
　
　
こ
の
あ
と
彼
女
は
丹
羽
文
雄
の
『
厭
が
ら
せ
の
年
齢
』
と

　
　
比
較
し
な
が
ら
く
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
こ
ち
ら

　
　
の
方
が
ず
っ
と
深
い
〉
と
締
め
括
っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
に

　
　
　
〈
家
族
が
み
ん
な
ば
ら
ば
ら
で
心
が
通
い
あ
っ
て
い
な
い
せ

　
　
い
だ
と
い
う
奇
妙
な
矛
盾
〉
を
指
摘
す
る
彼
女
の
ま
な
ざ
し

　
　
は
、
鋭
い
。

注
④
　
「
旅
・
人
・
こ
こ
ろ
　
遠
野
」
（
「
朝
日
新
聞
」
フ
几
九
二

　
　
年
七
月
二
六
日
・
日
曜
版
）

注
⑤
　
と
こ
ろ
で
直
江
広
治
は
、
さ
ら
に
こ
の
章
全
体
を
ま
と
め

　
　
て
、
〈
そ
こ
で
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
日
本
人
の
葬
制

　
　
な
ら
び
に
山
岳
信
仰
で
あ
る
。
死
体
を
山
に
葬
り
、
山
を
霊

　
　
魂
の
と
ど
ま
る
場
所
と
み
る
信
仰
が
、
古
く
か
ら
日
本
人
の

　
　
間
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
死
霊
の
と
ど
ま
る
山
の
信
仰
が
、

　
　
親
棄
山
の
話
を
引
き
よ
せ
て
、
話
の
枝
葉
を
繁
茂
さ
せ
、
か

　
　
つ
こ
れ
に
現
実
性
を
与
え
る
根
拠
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
あ

　
　
る
ま
い
か
〉
と
結
ん
で
い
る
。
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