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“The story of a thief” as a motif/ 
Osamu Dazai’s “Spring Thieves” as a Text

MATSUMOTO, Katsuya

Abstract

　　The aim of this study is to analyze Osamu Dazai’s “Spring Thieves” 
as a work of fiction, rather than as a biography of the author, as it is 
widely considered to be. Therefore, in this study, I first examined the 
past research by dividing it into three types, and clarifying the issues re-
lated to each.
　As an approach to “Spring Thieves,” I have confirmed the narrative of 
the Osamu Dazai text based on previous research.　During this process, 
I have tried to clarify the self-referential statements and readers' issues 
in this text, which have been regarded as difficult points in the history of 
“Spring Thieves” research. I also confirmed the meaning of the text in 
this article, for future discussions.
　　In the following part, I carefully read “Spring Thieves” as “The story 
of a thief.” In other words, in this study, I thoroughly read “Spring 
Thieves” as a text.
　　Finally, I read the ending of “Spring Thieves” and concluded this pa-
per.
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モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
「
ど
ろ
ぼ
う
に
就
い
て
の
物
語
」／ 

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
太
宰
治
「
春
の
盗
賊
」

松　

本　

和　

也

Ⅰ

　

太
宰
治
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
、
複
雑
な
話
法
（
正
確
に
い
え
ば
、
複
雑
に
み
え
る
話
法
）
に
み
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
想

起
さ
れ
る
の
は
「
葉
」（『
鷭
』
昭
9
・
4
）、「
猿
面
冠
者
」（『
鷭
』
昭
9
・
7
）、「
道
化
の
華
」（『
日
本
浪
曼
派
』
昭
10
・
5
）、

「
狂
言
の
神
」（『
東
陽
』
昭
11
・
10
）「
女
の
決
闘
」（『
月
刊
文
章
』
昭
15
・
1
～
6
）
あ
た
り
か
も
し
れ
な

（
1
（

い
。
た
だ
し
、
一
見
、

私
小
説-

随
筆
ふ
う
の
装
い

0

0

の
う
ち
に
巧
み
な
語
り
を
溶
か
し
こ
ん
だ
テ
ク
ス
ト
な
ら
ば
、
奥
野
健
男
が
《
太
宰
治
の
小
説
の
九
割

以
上
は
説
話
体
で
書
か
れ
て
い

（
2
（

る
》
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
い
く
ら
で
も

0

0

0

0

0

数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

（
3
（

る
。

　

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
太
宰
治
テ
ク
ス
ト
の
中
か
ら
、
複
雑
な
話
法
を
体
現
し
て
い
る
と
思
し
き
「
春
の
盗
賊
」（『
文
芸
日
本
』

昭
15
・
1
）
を
と
り
あ
げ
、
て
い
ね
い
な
読
解

0

0

0

0

0

0

0

を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
一
般
に
も
通
じ
る
諸
問
題
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、「
春
の
盗
賊
」
と
は
、
太
宰
治
テ
ク
ス
ト
ら
し
い

0

0

0

複
雑
な
話
法
を
擁
し
て
い
な
が
ら
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―
実
際
そ
の
よ
う
な
局
面
を
確
か
に
も
ち
な
が
ら
も
―
そ
の
実
、
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
テ
ク
ス
ト
で
も
あ
る

0

0

0

0

か
ら
だ
。
つ
ま

り
、「
春
の
盗
賊
」
に
お
け
る
話
法
は
、
そ
の
意
味
作
用-

受
容
の
振
幅
（
の
大
き
さ
）
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
特
徴
的
な
の
だ
。

　

以
下
、
次
節
以
降
の
テ
ク
ス
ト
読
解
に
先
立
ち
、
い
く
つ
か
確
認
を
し
て
お
く
。

　

第
一
に
、「
春
の
盗
賊
」
の
概
要
を
、
物
語
言
説
に
即
し
て
前
か
ら

0

0

0

た
ど
る
か
た
ち
で
ま
と
め
て
お
く
。
初
出
時
か
ら
付
さ
れ
た

「（
わ
が
獄
中
吟
）」
と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
つ
づ
き
、「
春
の
盗
賊
」
冒
頭
は
「
あ
ま
り
期
待
し
て
お
読
み
に
な
る
と
、
私
は
困
る
の

で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
、
明
ら
か
に
読
み
手
を
想
定
し
た
「
私
」
の
語
り
か
け

0

0

0

0

か
ら
始
ま
る
。
つ
づ
い
て
語
り
手
「
私
」
は
、

「
ど
ろ
ぼ
う
に
就
い
て
の
物
語
に
は
、
違
ひ
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
名
の
有
る
大
ど
ろ
ぼ
う
の
生
涯
を
書
き
記
す
わ
け
で
は
無
い
」
と

こ
の
小
説

0

0

0

0

の
ゆ
く
え
を
予
示
し
て
は
、「
芸
術
作
品
」
と
「
私
的
な
生
活
」
を
め
ぐ
る
相
克
を
「
諸
君
」
に
「
告
白
」
し
て
い
く
。

す
る
う
ち
に
、「
そ
ろ
そ
ろ
小
説
の
世
界
の
中
に
は
ひ
つ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
読
者
も
、
注
意
が
肝
要
で
あ
る
」
と
い
う

一
節
が
置
か
れ
、
こ
の
「
小
説
」
へ
の
自
己
言
及
を
顕
在
化
さ
せ
る
語
り
手
「
私
」
は
、「
自
身
お
金
に
困
つ
て
、
ど
ろ
ぼ
う
を
致

し
た
と
き
の
体
験
談
」
＝
「
私
自
身
、
湖
畔
の
或
る
古
城
に
忍
び
入
る
戦
慄
の
悪
徳
物
語
」
を
「
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
」

こ
と
を
語
っ
た
後
に
、「
次
に
物
語
る
一
篇
も
、
こ
れ
は
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
の
も
と
、「
昨
夜
ど
ろ
ぼ
う
に
見
舞

は
れ
た
」
こ
と
を
物
語
っ
て
い
く
の
だ
と
宣
言
す
る
。
そ
れ
で
も
「
私
」
は
、「
ど
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
る
」
前
の
「
た
く
さ
ん
の

不
思
議
な
前
兆
」
を
語
り
、「
た
わ
い
な
い
甘
い
物
語
を
書
き
綴
る
」
こ
と
が
「
天
職
」
で
あ
る
と
言
明
し
て
は
、「
小
説
の
筋
」
を

考
え
る
こ
と
や
拾
っ
た
風
呂
敷
の
こ
と
を
語
り
つ
い
で
い
く
う
ち
に
、
よ
う
や
く
ど
ろ
ぼ
う
が
登
場

0

0

す
る
。
ど
ろ
ぼ
う
の
手
を
摑
ん

だ
「
私
」
は
、「
お
ゆ
る
し
下
さ
い
。」
と
い
う
ど
ろ
ぼ
う
の
一
言
に
「
勝
利
を
意
識
し
」、「
い
い
気
に
な
つ
て
、
ど
ろ
ぼ
う
を
、
自

分
か
ら
す
す
め
て
家
に
い
れ
て
し
ま
」
う
。
そ
の
上
、「
ど
ろ
ぼ
う
の
他
日
の
復
讐
を
お
そ
れ
、
私
の
顔
を
見
覚
え
ら
れ
る
こ
と
を
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警
戒
し
」
て
電
灯
ま
で
消
す
「
私
」
は
、
机
の
中
の
二
十
円
を
と
ら
れ
、
さ
ら
に
金
を
要
求
さ
れ
る
と
「
ば
か
！　

い
い
加
減
に
し

ろ
！
」
と
ど
ろ
ぼ
う
を
叱
り
つ
け
る
。
ど
ろ
ぼ
う
の
素
性
を
看
破
し
た
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

語
っ
て
い
く
語
り
手
「
私
」
だ
が
、
そ
れ
に
は

「
私
の
夢
を
、
謂
は
ば
、
私
の
小
説
の
筋
書
を
、
勝
手
に
申
述
べ
て
ゐ
る
だ
け
」
な
の
だ
と
い
う
自
己
解
説
ま
で
が
付
さ
れ
る
。
そ

の
後
も
「
私
」
が
語
り
つ
づ
け
て
い
く
中
、「
隣
室
に
ぱ
つ
と
電
燈
が
と
も
」
る
。
す
る
と
「
ど
ろ
ぼ
う
は
、
影
も
形
も
無
い
」。
そ

こ
へ
動
揺
し
た
「
家
内
」
が
入
っ
て
き
て
、
ど
ろ
ぼ
う
が
す
で
に
帰
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
お
金
を
取
ら
れ
た
こ
と
に
「
無
頓

着
」
な
「
家
内
」
は
、
怪
我
が
な
か
っ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
後
に
、「
あ
ん
な
、
ど
ろ
ぼ
う
な
ん
か
に
、
文
学
を
説
い
た
り
な
さ
る
こ

と
、
お
よ
し
に
な
つ
た
ら
、
い
か
が
で
せ
う
か
」
と
、「
私
」
に
意
見
す
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、「
結
婚
し
て
、
は
じ
め
て
、
こ
の
と

き
、
家
内
を
ぶ
ん
殴
ら
う
か
と
思
つ
た
」
ほ
ど
激
怒
す
る
「
私
」
に
は
、「
も
う
い
ち
ど
、
あ
の
野
望
と
献
身
の
、
ロ
マ
ン
ス
の
地

獄
に
飛
び
込
ん
で
、
く
た
ば
り
た
い
！
」
と
い
う
「
大
動
揺
」
が
、「
こ
れ
を
書
き
と
ば
し
な
が
ら
、
い
ま
の
い
ま
ま
で
、
な
ほ
止

ま
ず
烈
し
く
継
続
し
て
ゐ
る
」
―
と
い
う
語
り
手
「
私
」
の
現
在
が
書
き
記
さ
れ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、「
春
の
盗
賊
」
先
行
研
究
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
、
本
稿
の
問
題
関
心
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。
も
っ
と
も
、「
春
の

盗
賊
」
は
、《
読
み
易
い
と
は
言
い
が
た
く
、
記
述
の
一
部
だ
け
を
取
り
出
す
と
い
う
形
で
の
言
及
の
さ
れ
方
し
か
さ
れ
な
か
っ
た

の
は
、
全
体
を
統
一
し
て
読
み
、
意
味
づ
け
て
い
く
の
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ

（
4
（

う
》
と
指
摘
さ
れ
る
、
そ
の
意
味
で
は
難
解
な
テ

ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
作
家
論
か
ら
テ
ク
ス
ト
論
へ
と
い
う
ゆ
る
や
か
な
先
行
研
究
史
の
稜
線
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
る
。

以
下
、
便
宜
的
に
タ
イ
プ
Ａ
～
Ｃ
と
記
号
を
付
し
て
、
先
行
研
究
に
よ
る
「
春
の
盗
賊
」
理
解
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

初
期
の
論
及
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
タ
イ
プ
Ａ
は
、「
春
の
盗
賊
」
を
前
後
す
る
時
期
の
太
宰
作
品
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
書
き
手
の

企
図
を
汲0

ん
で

0

0

い
く
、
い
わ
ば
作
品
横
断
的
作
家
論
で
あ
る
。
奥
野
健
男
が
「
春
の
盗
賊
」
を
《
前
期
の
意
識
を
も
っ
て
、
中
期
の
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自
己
を
裁
く
悔
恨
の
系

（
5
（

列
》
の
一
つ
に
位
置
づ
け
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
し
、
渡
部
芳
紀
は
前
後
す
る
太
宰
治
の
作
品
史
を
太
宰

治
そ
の
人

0

0

0

の
姿
勢
と
連
動
さ
せ
な
が
ら
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

　

前
期
、
純
粋
な
理
想
主
義
の
も
と
、
が
む
し
ゃ
ら
に
現
実
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
っ
て
は
ね
つ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
今
、
新
し

い
傾
向
に
移
り
変
わ
っ
て
く
る
な
か
で
、
自
己
に
対
し
て
嫌
悪
と
批
判
を
述
べ
た
も
の
が
「
八
十
八
夜
」
や
「
俗
天
使
」
で
あ

ろ
う
。「
鷗
」
に
も
、
自
己
へ
の
批
判
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
芸
術
家
と
し
て
作
品
を
制
作
す
る
な
か
に
生
き
る
道
を
見

出
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
強
く
出
て
い
る
。
そ
し
て
「
春
の
盗
賊
」
に
お
い
て
は
、「
鷗
」
と
は
や
や
形
を
変
え
、
自
己
を
お
さ

え
、
前
期
的
な
理
想
主
義
志
向
を
抑
制
し
て
、
現
実
妥
協
す
る
の
も
や
む
な
し
と
す
る
姿
勢
を
語
る
の
で
あ

（
6
（

る
。

　

そ
の
後
、
タ
イ
プ
Ｂ
と
し
て
、「
春
の
盗
賊
」
の
形
式
や
構
造
、
方
法
意
識
に
注
目
し
た
論
文
が
つ
づ
く
。「
春
の
盗
賊
」
に
つ
い

て
、
は
や
く
は
栗
原
敦
に
《「
私
小
説
」
形
式
と
い
う
も
の
自
体
の
パ
ロ
デ

（
7
（

ィ
》
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
の
延
長
線
上
で
小
林

幹
也
は
《〈
自
己
言
及
の
方
法
〉
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
引
用
〉〈
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
〉
の
特
徴
を
身
に
つ
け
た
作

（
8
（

品
》
だ
と

捉
え
た
。《
典
型
的
な
私
小
説
の
要
素
を
含
み
な
が
ら
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
物
語
》

だ
と
「
春
の
盗
賊
」
を
捉
え
る
姜
宇
源
庸
も
、《
こ
の
小
説
は
、「
物
語
」
で
も
な
く
、
告
白
の
「
私
小
説
」
で
も
な
く
、
永
遠
に
回

転
し
な
が
ら
、
そ
の
境
界
線
上
に
位
置
す

（
9
（

る
》
の
だ
と
評
し
て
、
そ
の
形
式
的
な
特
徴
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
に

お
い
て
も
「
春
の
盗
賊
」
に
私
小
説
的
な
要
素
が
あ
る
―
別
言
す
れ
ば
、
太
宰
治
そ
の
人
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
理
解

は
な
ぜ
か
共
有
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
タ
イ
プ
Ａ
の
作
家
論
と
さ
ほ
ど
径
庭
は
な
い
と
す
ら
い
え
る
。
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も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
Ｃ
は
、「
春
の
盗
賊
」
を
何
か
し
ら
分
節
し
な
が
ら
、
読
者
反
応
論
よ
ろ
し
く
前
か
ら

0

0

0

て
い
ね
い
に
読
ん
で

い
く
系
譜
で
あ
る
。
安
易
に
私
小
説
と
し
て
の
把
握
が
前
提
と
さ
れ
が
ち
な
太
宰
治
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
に
疑
義
を
呈
す
樫
原
修
は
、

《「
春
の
盗
賊
」（「
文
藝
日
本
」
昭
和
一
五
年
一
月
）
を
読
む
と
き
に
も
、
読
者
は
、
自
分
の
解
釈
の
足
場
を
ど
こ
に
置
い
た
ら
い
い

か
迷
う
よ
う
な
、
論
理
的
な
と
ま
ど
い
を
感
じ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
》
と
問
い
か
け
る
。《
作
者
は
、
こ
の
作
品
の
語
り
方

の
レ
ベ
ル
を
さ
ま
ざ
ま
に
転
位
さ
せ
て
み
せ
る
の
だ
が
（
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
意
識
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
）、

そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
実
は
「
私
」
と
い
う
主
語
に
関
す
る
無
意
識
の
あ
い
ま
い
さ
》
だ
と
指
摘
す
る
樫
原
は
、《「
私
」

と
い
う
こ
と
ば
が
、
こ
の
変
転
極
ま
り
な
い
小
説
の
基
底
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
上
の
レ
ベ
ル
で
、
作
者
は
自
由
に

「
私
」
物
語
の
虚
構
を
展
開
で
き
て
い
る
》
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
基
底
的
機
構
を
明
る
み
に
出
し
た
。
さ
ら
に
樫
原
は
、「
春
の
盗

賊
」
に
お
い
て
は
《「
私
」
を
語
る
こ
と
の
虚
構
性
こ
そ
が
主
題
化
さ
れ
て
お
り
、
作
品
が
語
る
「
方
法
」
は
そ
れ
を
主
張
し
て
い

る
の
だ
が
、
作
品
自
体
は
、
そ
の
「
方
法
」
に
よ
っ
て
は
貫
か
れ
て
は
お
ら
ず
、「
私
」
を
語
る
こ
と
の
虚
構
性
も
そ
の
主
張
以
上

の
も
の
と
し
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い
》
こ
と
ま
で
を
指
摘
す

（
22
（

る
。
こ
こ
で
樫
原
は
《
ど
ろ
ぼ
う
に
関
す
る
物
語
／
「
私
」
の
物
語
》

を
一
応
は
分
節
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
発
想
は
、「
春
の
盗
賊
」
に
つ
い
て
《
前
半
の
「
弁
明
」
と
、
後
半
の
「
物
語
」
と
の
二

つ
の
部
分
に
大
別
で
き
る
》
と
捉
え
た
清
水
康
次
へ
と
ひ
き
つ
が
れ
る
。
た
だ
し
、
清
水
は
《
語
り
手
が
語
り
た
か
っ
た
の
は
、

「
ぬ
つ
と
は
ひ
つ
て
来
て
、
お
金
さ
ら
つ
て
、
ぬ
つ
と
か
へ
つ
た
」
昨
夜
の
ど
ろ
ぼ
う
で
は
な
く
、「
ロ
マ
ン
ス
の
地
獄
」
に
棲
む
別

の
ど
ろ
ぼ
う
》
で
あ
り
、《
そ
の
よ
う
な
、
語
ら
れ
た
現
実
的
な
物
語
と
、
背
後
に
潜
在
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
物
語
（「
ロ
マ
ン

ス
」）
と
の
対
照
が
、
こ
の
作
品
の
持
つ
大
き
な
外
枠
で
あ
る
》
と
別
種
の
分
節
も
示
し
、
そ
の
根
拠
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
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作
者
は
、
揺
れ
動
く
語
り
を
駆
使
し
て
、
語
ら
れ
た
こ
と
を
読
者
に
伝
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
語
ら
れ
た
こ
と
が
疑
わ

し
い
と
読
者
に
伝
え
る
。
読
者
は
、
語
ら
れ
た
内
容
を
受
け
取
り
、
同
時
に
、
そ
れ
が
事
実
で
は
な
い
ら
し
い
と
い
う
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
受
け
取
る
。
と
す
る
と
、
読
者
は
、
よ
り
事
実
ら
し
い
も
の
を
自
分
で
組
み
立
て
、
想
像
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
読
者
は
、
語
り
手
が
語
っ
た
物
語
の
裏
に
、
別
の
物
語
を
想
定
す
る
。
作
品
は
、
語
ら
れ
た
物
語
だ
け
で
は
な
く
、

語
ら
れ
た
物
語
の
前
後
左
右
に
、
似
た
よ
う
な
別
の
物
語
を
い
く
つ
も
産
み
落
と
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
「
春
の
盗
賊
」
の
語
り
が
も
た
ら
す
読
者
へ
の
意
味
作
用
を
前
提
と
し
て
、
清
水
は
《
多
元
的
な
物
語
空
間
》
の
現
出

-

幻
出
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、《「
ど
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
た
」
事
実

0

0

は
作
品
の
本
題
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ

り
、「
全
部
、
噓
」
で
あ
っ
て
、
作
品
の
中
心
は
、
実
は
「
ど
ろ
ぼ
う
を
致
し
た
と
き
の
体
験
談
」
で
あ
っ
た
と
読
む
こ
と
が
可
能

で
あ
る
》
と
結
論
づ
け
て
い

（
22
（

く
。
こ
う
し
た
矛
盾
め
い
た
解
釈
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
清
水
が
、
機
能
的
な
語
り
手
と
は
別
に
、
太
宰

治
そ
の
人
と
弁
別
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
《
作
者
》（
の
意
図
）
を
想
定
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
生
じ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
て
先
行
研
究
に
導
入
さ
れ
た
読
者
と
い
う
要
素
は
、「
春
の
盗
賊
」
に
関
し
て
《
読
者
の
前
で
展
開
さ
れ
る
筋
に
愚
直
に

寄
り
添
っ
た
読
解
を
試
み
た
い
》
と
い
う
斎
藤
理
生
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。「
春
の
盗
賊
」
を
《
主
に
二
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ

て
い
る
》
と
指
摘
す
る
斎
藤
も
、《
ど
ろ
ぼ
う
の
物
語
を
語
る
前
の
部
分
と
、
そ
の
後
に
始
ま
る
ど
ろ
ぼ
う
の
物
語
》
と
い
う
二
つ

に
分
節
し
、
た
だ
し
そ
れ
を
モ
チ
ー
フ
の
レ
ベ
ル
ば
か
り
で
な
く
、
前
半
か
ら
後
半
へ
の
移
行
を
《
あ
た
か
も
一
人
の
落
語
家
が
マ

ク
ラ
か
ら
本
題
へ
と
移
行
す
る
よ
う
に
、「
私
」
が
水
準
の
異
な
る
語
り
を
発
し
始
め
て
い
る
》
と
評
し
、「
私
」
の
語
り
の
水
準
か

ら
も
捉
え
て
い
く
。
前
／
後
半
を
分
節
し
つ
つ
、
前
か
ら

0

0

0

「
春
の
盗
賊
」
を
読
み
終
え
た
斎
藤
は
、
次
の
よ
う
な
整
理
を
示
す
。
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小
説
の
前
半
は
、
作
者
の
影
を
引
き
ず
っ
た
「
私
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
語
り
は
、
虚
構
の
一
部
と
し
て
読
ま

れ
る
も
の
の
、〈
現
実
〉
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
始
ま
っ
た
ど
ろ
ぼ
う
の
物
語
は
、

読
者
に
真
に
受
け
さ
せ
ら
れ
る
と
は
思
い
が
た
い
、
虚
構
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ど

ろ
ぼ
う
襲
来
は
、
し
だ
い
に
本
当
ら
し
く
思
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
し
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
末
尾
に
い
た
っ
て
、
物
語
の
作

者
の
書
き
な
が
ら
の
倒
錯
と
い
う
形
で
、
虚
構
性
は
再
び
読
者
の
前
に
浮
上
し
て
く
る
。

　

さ
ら
に
、
斎
藤
は
「
春
の
盗
賊
」
に
関
わ
る
作
中
読
者
／
現
実
の
読
者
に
論
及
し
な
が
ら
、《『
春
の
盗
賊
』
は
、「
私
」
へ
の
接

し
方
を
意
識
さ
せ
、
混
乱
さ
せ
る
こ
と
で
、
小
説
に
お
け
る
書
き
手
と
読
み
手
と
の
距
離
―
両
者
の
「
地
割
り
の
協
定
」
―
を

再
考
さ
せ
る
し
く
み
を
持
つ
》
の
だ
と
、
新
た
な
問
題
領
域
を
提
示
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
同
作
の
特
徴
を
ま
と
め
て
い

（
2（
（

る
。

　

以
上
、
主
な
先
行
研
究
を
三
タ
イ
プ
に
わ
け
て
検
討
し
て
き
た
が
、
右
の
整
理
に
す
で
に
「
春
の
盗
賊
」
を
読
む
こ
と
の
困
難
が

よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
は
、「
春
の
盗
賊
」
を
読
む
際
に
、
太
宰
治
そ
の
人
が
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
想
定-

導
入
さ
れ
、

テ
ク
ス
ト
の
限
定
的
な
部
分
と
連
動
す
る
こ
と
で
作
家
論
的
な
意
味
づ
け
が
容
易
に
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
タ
イ
プ

Ａ
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
現
象
だ
が
、
タ
イ
プ
Ｂ
・
Ｃ
に
お
い
て
も
な
お
根
強
く
残
っ
て
い
た
。
第
二
に
は
、「
春
の
盗
賊
」
内
で
自

己
言
及
的
に
示
さ
れ
た
「
ど
ろ
ぼ
う
に
就
て
の
物
語
」
が
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

書
か
れ
る
は
ず
で
、
そ
れ
が
こ
の
小
説
の
主
た
る

要
素
だ
と
い
う
固
定
観
念
も
ま
た
、
色
濃
く
研
究
史
を
覆
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
特
に
、「
春
の
盗
賊
」
を
作
品-

テ
ク
ス
ト
と
し
て

読
も
う
と
す
る
タ
イ
プ
Ｂ
・
Ｃ
に
顕
著
で
、
語
り-

「
私
」
の
諸
特
徴
の
分
析
と
あ
わ
せ
て
、
主
／
従
の
分
節
が
自
明
視
さ
れ
て
き
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た
。
第
三
に
は
、
読
者
概
念
の
導
入
に
基
づ
く
意
味
作
用-

受
容
を
前
提
と
し
て
、
作
者
／
語
り
手
／
テ
ク
ス
ト
の
意
図
を
読
み
と

ろ
う
と
す
る
循
環
論
法
が
あ
る
。
一
応
は
「
春
の
盗
賊
」
に
書
か
れ
た
「
読
者
」
な
ど
に
即
し
た
議
論
も
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に

し
て
も
論
者
が
恣
意
的
に
仮
構
し
た
読
者
理
解
に
即
し
て
、
そ
の
読
者
を
前
提
と
し
た
「
春
の
盗
賊
」
理
解
が
示
さ
れ
て
き
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
よ
る
読
解
成
果
は
、
す
べ
て
「
春
の
盗
賊
」
を
読
ん
だ

0

0

0

帰
結
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
春
の

盗
賊
」
に
お
け
る
言
葉
の
仕
掛
け
に
対
す
る
読
者
反
応
の
実
例

0

0

0

0

0

0

0

に
は
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、「
春
の
盗
賊
」
の
言
葉
の
一
部
の
み

0

0

が
読
ま
れ-

意
味
づ
け
ら
れ
、
別
の
大
部
分
が
そ
う
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
し
か
も
そ
の
意
味
づ
け
に
際
し
て
は
「
春
の
盗
賊
」
外

部
の
諸
要
素
（
太
宰
治
そ
の
人
、
読
者
＝
論
者
の
主
観
）
が
容
易
に

0

0

0

入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
依
然
問
題
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
次
節
で
は
「
春テ

ク

ス

ト

の
盗
賊
」
に
即
し
て
、
な
ぜ
こ
う
し
た
事
態
が
生
起
し
て
し
ま
う
の
か
、
問
い
返
し
て
い
き
た
い
。

Ⅱ

　

本
節
で
は
太
宰
治
テ
ク
ス
ト
の
話
法
と
の
比
較
を
補
助
線
と
し
、「
春
の
盗
賊
」
を
め
ぐ
る
困
難
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
き
た
い
。

　

本
節
の
議
論
に
先
立
ち
、
太
宰
治
の
短
編
集
『
佳
日
』（
肇
書
房
、
昭
19
）
に
即
し
た
話
法
の
検
討
を
参
照
し
て
お
く
。『
佳
日
』

に
収
め
ら
れ
た
の
は
、「
帰
去
来
」（『
八
雲
』
昭
18
・
6
）、「
故
郷
」（『
新
潮
』
昭
18
・
1
）、「
散
華
」（『
新
若
人
』
昭
19
・
3
）、

「
水
仙
」（『
改
造
』
昭
17
・
5
）、「
禁
酒
の
心
」（『
現
代
文
学
』
昭
17
・
12
）、「
作
家
の
手
帖
」（『
文
庫
』
昭
18
・
10
）、「
佳
日
」

（『
改
造
』
昭
19
・
1
）、「
黄
村
先
生
言
行
録
」（『
文
学
界
』
昭
18
・
1
）、「
花
吹
雪
」（
書
下
し
）、「
不
審
庵
」（『
文
芸
世
紀
』
昭

18
・
10
）
の
一
〇
編
で
あ
り
、
黄
村
も
の
を
除
い
て
は
、
太
宰
治
そ
の
人
の
影
が
彷
彿
と
す
る
私
小
説
ふ
う
の
作
品
で
あ
る
。
以
前
、
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そ
れ
ら
の
話
法
に
つ
い
て
テ
ク
ス
ト
横
断
的
な
分
析
を
試
み
、
そ
の
具
体
的
な
戦
略-

手
順
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
。

ａ
、
主
人
公
＝
語
り
手
＝
小
説
家
「
私
（
僕
）」（
の
顕
在
化
）
に
よ
る
一
人
称
語
り

ｂ
、
作
家
（
関
連
）
情
報
が
あ
れ
ば
、
現
実
世
界
の
太
宰
治
そ
の
人
と
同
定
可
能
な
固
有
名
・
情
報
の
配
置

ｃ
、
作
中
の
「
私
（
僕
）」
が
（
署
名
と
同
一
の
）
筆
名
（
ま
た
は
本
名
）
で
呼
ば
れ
る

ｄ
、
署
名
の
主
が
現
実
世
界
で
発
表
し
た
小
説
を
自
作
と
し
て
言
及
（
引
用
）
す
る

ｅ
、
小
説
の
事
実
性
に
関
し
て
作
中
で
自
己
言
及
を
行
う

ｆ
、
単
行
本
収
録
作
品
内
の
自
作
へ
の
言
及
／
連
携-

相
互
参
照
の
促
進

ｇ
、
記
述
の
内
容
／
書
記
行
為
プ
ロ
セ
ス
（
楽
屋
裏
）
の
自
己
言
及-

積
極
的
な
開
示

ｈ
、
作
中
「
読
者
」
へ
の
（
直
接
的
な
）
語
り
か

（
21
（

け

　

こ
れ
は
、『
佳
日
』
の
分
析
成
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
ひ
ろ
く
太
宰
治
テ
ク
ス
ト
の
話
法
を
考
え
る
際
の
基
準
と
も
な
る
。
実
際
、

「
春
の
盗
賊
」
に
も
そ
の
多
く
が
該
当
す
る
。
も
と
よ
り
、
短
編
集
を
対
象
と
し
た
項
目
で
あ
る
た
め
、
短
編
一
作
の
「
春
の
盗
賊
」

に
ｆ
は
該
当
し
な
い
が
、
注
意
を
要
す
る
の
は
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
斎
藤
理
生
に
次
の
指
摘
が
あ
る
。

　
『
春
の
盗
賊
』
を
読
み
解
く
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
太
宰
の
身
辺
事
情
の
表
白
の
よ
う
な
言
説
が
こ
と
さ
ら
に
語
ら
れ
て

い
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
を
疑
わ
せ
る
言
説
も
発
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
複
雑
な
構
造
を
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
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泥
靴
の
夢
を
見
た
だ
の
、
緑
色
の
風
呂
敷
を
拾
っ
た
だ
の
と
い
っ
た
、
物
語
の
本
筋
と
の
関
わ
り
の
わ
か
り
づ
ら
い
滑
稽
な
内

容
が
え
ん
え
ん
と
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
も
分
析
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

（
21
（

る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
検
討
し
た
い
の
は
、
右
に
い
う
《
当
時
の
太
宰
の
身
辺
事
情
の
表
白
の
よ
う
な
言
説
》
で
あ
る
。
ｃ
に
つ
い
て
は
、

署
名
と
し
て
「
太
宰
治
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
に
は
、
本
文
中
で
は
「
太
宰
」
と
一
度

0

0

記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

す
べ
て
は
、
自
身
の
弱
さ
か
ら
、
―
私
は
、
さ
う
重
く
、
鈍
く
、
自
己
肯
定
を
与
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
―
す
べ
て

は
弱
さ
と
、
我
執
か
ら
、
私
は
自
身
の
家
を
み
づ
か
ら
破
つ
た
。
ば
ら
ば
ら
に
し
ち
や
つ
た
。〔
略
〕
い
ま
は
、
ま
づ
少
し
づ

つ
生
活
を
建
て
直
し
、
つ
つ
ま
し
い
市
井
人
の
家
を
つ
く
る
。
そ
れ
が
第
一
だ
。
太
宰
も
、
か
し
こ
い
な
。
何
を
言
つ
た
つ
て
、

人
か
ら
相
手
に
さ
れ
な
い
の
で
は
、
仕
様
が
な
い
か
ら
ね
。（
375
頁
）

　

右
は
、
語
り
手
「
私
」
が
具
体
的
に
は
語
ら
れ
な
い
過
去
の
失
敗
と
、
そ
こ
か
ら
立
ち
直
ろ
う
と
す
る
意
欲
を
語
る
場
面
だ
が
、

そ
の
真
面
目
な
身
振
り
を
自
ら
茶
化
す
よ
う
に
置
か
れ
た
「
太
宰
も
、
か
し
こ
い
な
」
と
い
う
一
節
に
、
自
称
「
太
宰
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
細
部
に
よ
っ
て
、
確
か
に
「
春
の
盗
賊
」
の
語
り
手
「
私
」
＝
「
太
宰
」
と
な
り
、
そ
の
際
、
署
名
を
介
し
て
現

実
世
界
の
太
宰
治
そ
の
人
と
も
つ
な
が
る
回
路
が
開
か
れ
て
い
る
、
と
一
応
は
い
え
る
。
た
だ
し
、
書
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
フ
ル
ネ

ー
ム
で
は
な
く
「
太
宰
」
と
い
う
苗
字
だ
け

0

0

で
あ
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
、「
私
」
の
実
生
活
上
の
失
敗
に
つ
い
て
は
、「
春
の

盗
賊
」
冒
頭
近
く
に
、
や
は
り
曖
昧
に
ぼ
か
し
た
か
た
ち

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
あ
る
が
、
次
の
言
及
が
あ
る
。
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私
は
自
身
で
行
き
づ
ま
る
と
こ
ろ
ま
で
実
際
に
行
つ
て
み
て
、
さ
ん
ざ
迷
つ
て
、
う
ん
う
ん
唸
つ
て
、
さ
う
し
て
と
ぼ
と
ぼ
引

き
返
し
た
。
さ
う
し
て
、
さ
ら
に
重
大
の
こ
と
は
、
私
の
謂
は
ば
行
き
づ
ま
り
は
、
生
活
の
上
の
行
き
づ
ま
り
に
過
ぎ
な
か
つ

た
と
い
ふ
一
事
で
あ
る
。
断
じ
て
、
作
品
の
上
の
行
き
づ
ま
り
で
は
な
か
つ
た
。
こ
の
五
、
六
年
間
に
発
表
し
続
け
て
来
た
数

十
篇
の
小
説
に
つ
い
て
は
私
は
い
ま
で
も
恥
ぢ
て
ゐ
な
い
。
時
折
、
自
身
の
そ
れ
ら
の
小
説
を
、
読
み
か
へ
し
て
み
る
こ
と
も

あ
る
。
自
分
な
が
ら
、
よ
く
書
け
て
在
る
、
と
思
ふ
こ
と
だ
つ
て
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私
は
過
去
の
そ
の
数
十
篇
の
小
説

の
な
か
か
ら
、
二
、
三
、
病
中
の
手
記
を
除
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
は
断
じ
て
、
断
じ
て
と
い
ふ
言
葉
を
二
度
使
つ
た

わ
け
で
あ
る
が
、
断
じ
て
除
外
し
よ
う
。〔
略
〕
意
味
不
明
の
文
章
が
散
見
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
も
、
私
は
大
い
に
恥

ぢ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
は
た
し
か
に
、
私
に
と
つ
て
不
名
誉
の
作
品
で
あ
る
。（
363
頁
）

　

右
の
一
節
を
読
ん
で
、
太
宰
治
の
伝
記
的
事
実
に
明
る
い
読
者
で
あ
れ
ば
、
文
芸
誌
デ
ビ
ュ
ー
、
借
銭
問
題
か
ら
芥
川
賞
騒
動
へ

と
つ
づ
く
ゴ
シ
ッ
プ
、
薬
物
中
毒
や
夫
婦
生
活
の
破
綻
、
具
体
的
な
作
品
と
し
て
は
「
創
生
記
」（『
新
潮
』
昭
11
・
10
）
や

「H
U

M
A

N
 LO

ST

」（『
新
潮
』
昭
12
・
4
）
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ

（
21
（

う
。
し
た
が
っ
て
、「
春
の
盗
賊
」
を
読
ん
で
先
の
ｂ
、
ｃ
、

ｄ
が
該
当
す
る
と
判
断
し
た
場
合
、
書
か
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

情
報
を
、
読
み
手
が
補
完
し
て
理
解
し
た
こ
と
に
な
る
は
ず

（
21
（

だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
断
片
的
な
情
報
か
ら
も
、
現
実
世
界
の
太
宰
治
そ
の
人
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
、
十
分
あ
り
え
る
。
そ
の
場
合
、
た

と
え
ば
次
に
斎
藤
理
生
が
示
す
よ
う
な
、
し
な
や
か
な

0

0

0

0

0

理
解
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
小
説
の
読
み
方
の
一
つ
で
は
あ
る
。
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語
り
手
に
従
う
限
り
、
彼
の
言
葉
は
、
太
宰
が
『
春
の
盗
賊
』
を
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
読
ん
で
く
れ
と
言
っ
て
い
る

も
の
と
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
「
私
」
と
太
宰
と
を
切
り
離
し
て
読
む
と
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
私
」
の
言

に
作
者
の
主
張
を
読
み
と
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
矛
盾
す
る
か
ら
だ
。
と
は
い
え
、
逆
に
「
私
」
と
太
宰
を
同
一
視

し
て
し
ま
う
と
、
読
者
は
「
私
」
の
主
張
に
背
き
な
が
ら
彼
の
言
葉
を
受
け
取
っ
て
ゆ
く
倒
錯
を
演
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
小
説
の
前
半
は
、
見
か
け
上
は
作
者
と
「
私
」
と
の
明
確
な
分
断
が
意
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
態
と

し
て
は
、
両
者
が
切
り
離
し
が
た
い
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

（
21
（

る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
〝
語
り
手
「
私
」
と
太
宰
治
を
同
一
視
す
る
か
／
切
り
離
す
か
〟
と
い
う
問
題
設
定
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と

自
体
が
、
太
宰
治
そ
の
人
の
影
響
圏

0

0

0

内
で
「
春
の
盗
賊
」
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

「
春
の
盗
賊
」
を
読
む
と
い
う
営
為
と
太
宰
治
そ
の
人
の
影
響
圏
と
は
不
可
分
な
面
も
あ
る
が
、
そ
う
し
て
い
る
限
り
、「
春
の
盗

賊
」
の
、
太
宰
治
そ
の
人
に
つ
な
が
り
に
く
い
局
面-

部
分
の
言
葉
は
つ
い
に
読
ま
れ
ず
、
作
品
理
解
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。

　

な
ら
ば
、
一
定
（
以
上
）
の
知
識
を
も
つ
読
み
手
は
、
太
宰
治
そ
の
人
を
彷
彿
と
さ
せ
る
喚
起
力

0

0

0

に
富
む
語
り
手
「
私
」
像
を
ど

う
捉
え
れ
ば
い
い
の
か
。
こ
れ
こ
そ
が
「
春
の
盗
賊
」
読
解
の
急
所
だ
が
、
冒
頭
部
近
く
の
次
の
一
節
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

私
は
五
年
ま
へ
に
病
気
を
し
て
、
そ
の
と
き
、
は
う
ば
う
の
友
人
た
ち
に
怪
し
い
手
紙
を
出
し
て
お
金
を
借
り
、
そ
れ
が
積
り

積
つ
て
、
二
百
円
以
上
に
な
つ
て
、
私
は
五
年
後
の
い
ま
で
も
、
そ
れ
を
お
返
し
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
借
り
た
お
金
を
返
さ

な
い
の
は
、
そ
れ
は
見
事
な
詐
欺
な
の
で
あ
る
が
、
友
人
た
ち
は
、
私
を
訴
へ
る
こ
と
を
、
よ
う
せ
ぬ
ば
か
り
か
、
路
で
逢
つ
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て
も
、
よ
う
、
か
ら
だ
は
丈
夫
か
、
と
か
へ
つ
て
私
を
い
た
は
る
の
で
あ
る
。〔
略
〕
い
ま
少
し
待
つ
て
ゐ
て
下
さ
い
。
私
は
、

き
つ
と
明
朗
に
立
ち
直
る
。
私
は
、
も
と
か
ら
、
自
己
弁
解
は
、
下
手
く
そ
で
あ
る
。
こ
と
に
も
、
私
的
な
生
活
に
就
て
の
弁

明
を
、
こ
の
や
う
な
作
品
の
上
で
行
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
邪
道
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
芸
術
作
品
は
、
芸
術
作
品
と

し
て
、
別
個
に
大
事
に
持
扱
は
な
け
れ
ば
、
い
け
な
い
や
う
に
も
思
は
れ
る
。（
360
頁
）

　

文
字
通
り
に
言
葉
を
読
む

0

0

0

0

0

な
ら
ば
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
「
私
」
の
過
去-

現
在
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で

も
な
い
。
過
去
と
し
て
は
五
年
前
の
病
気
と
借
銭
、
そ
の
後
の
周
囲
の
支
え
と
再
起
へ
の
努
力
、
そ
し
て
そ
う
し
た
こ
と
ご
と

0

0

0

0

を
小

説
に
書
く
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
思
い
悩
む
書
記
の
現
在
、
そ
れ
が
語
り
手
「
私
」
と
い
う
人
物
の
情
報
と
し
て

0

0

0

0

0

提
示
さ
れ
て
い
る
。

付
言
す
れ
ば
、
右
の
一
節
か
ら
「
私
的
な
生
活
」
と
「
芸
術
作
品
」
に
つ
い
て
、
太
宰
治
そ
の
人
と
繫
が
っ
た
語
り
手
「
私
」
と
作

中
で
の
「
ど
う
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
た
」
物
語
と
類
比
し
て
重
ね
る
る
必
要
も
な
い
。
以
後
も
反
復
さ
れ
て
い
く
こ
の
葛
藤
は
、
語

り
手
「
私
」
が
最
近
思
い
悩
ん
で
い
る
ら
し
い
こ
と

0

0

0

0

0

の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、「
春
の
盗
賊
」
全
体
か
ら
み
れ
ば
頻
出
す
る
モ
チ
ー
フ
の

0

0

0

0

0

一
つ

0

0

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
次
の
一
節
も
ま
た
語
り
手
「
私
」
に
よ
る
自
己
紹
介
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

以
前
は
、
私
に
と
つ
て
、
世
評
は
生
活
の
全
部
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
お
つ
か
な
く
て
、
こ
と
さ
ら
に
そ
れ
に
無
関
心
を
装

ひ
、
そ
れ
へ
の
反
撥
で
、
か
へ
つ
て
私
は
猛
り
た
ち
、
人
が
右
と
言
へ
ば
、
意
味
な
く
左
に
踏
み
迷
ひ
、
そ
こ
に
お
の
れ
の
高

さ
を
誇
示
し
よ
う
と
努
め
た
も
の
だ
。
け
れ
ど
も
今
は
、
ど
ん
な
人
に
で
も
、
一
対
一
だ
。（
364
頁
）
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具
体
的
な
記
述
が
な
い
以
上
、
こ
こ
か
ら
は
語
り
手
「
私
」
が
、
過
去
の
失
敗
を
反
省
し
、
現
在
は
「
自
信
」
を
回
復
す
る
に
至

っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
読
み
と
れ
ば
足
り
る
。
な
ら
ば
、「
私
的
な
生
活
」
と
「
芸
術
作
品
」
と
が
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
忌
避
し

な
が
ら
も
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
積
極
的
に

0

0

0

0

話
題
に
し
て
い
く
、
次
の
一
節
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

　

い
つ
た
い
、
小
説
の
中
に
、「
私
」
と
称
す
る
人
物
を
登
場
さ
せ
る
時
に
は
、
よ
ほ
ど
慎
重
な
心
構
へ
を
必
要
と
す
る
。
フ

イ
ク
シ
ヨ
ン
を
、
こ
の
国
に
は
、
い
つ
そ
う
そ
の
傾
向
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ど
こ
の
国
の
人
で

も
、
昔
か
ら
、
そ
れ
を
作
者
の
醜
聞
と
し
て
信
じ
込
み
、
上
品
ぶ
つ
て
非
難
、
憫
笑
す
る
悪
癖
が
あ
る
。（
365
頁
）

　

ま
ず
、
こ
れ
を
「
春
の
盗
賊
」
に
関
す
る
メ
タ
・
コ
ー
ド
と
し
て
重
視
し
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
。
右
の
一
節
も
含
め
、「
春
の
盗

賊
」
に
有
意
の
水
準
差
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
み
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
特
定
の
部
分
を
こ
の
小
説
に
対
す
る
メ
タ
言
及
と
捉
え
る

時
、
語
り
手
「
私
」
に
、
現
実
世
界
の
書
き
手
と
い
う
権
威

0

0

を
も
つ
太
宰
治
そ
の
人
が
、
事
実
上

0

0

0

召
喚
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

そ
う
で
は
な
く
、
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
語
り
手
「
私
」
に
よ
る
右
の
一
節
は
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
状
に
「
私
」
に
繫
が
っ
て
い
く
、

つ
ま
り
は
語
り
手
「
私
」
が
、「
私
」
と
い
う
登
場
人
物
に
つ
い
て
自
己
言
及
的
に
語
っ
て
い
る
だ
け

0

0

で
あ
り
、
前
後
す
る
部
分
と

こ
と
さ
ら
水
準
差
な
ど
な
い
。
ま
た
、
右
に
つ
づ
く
「
私
小
説
を
書
く
場
合
で
さ
へ
、
作
者
は
、
た
い
て
い
自
身
を
、「
い
い
子
」

に
し
て
書
い
て
在
る
。「
い
い
子
」
で
な
い
自
叙
伝
的
小
説
の
主
人
公
が
あ
つ
た
ら
う
か
」
と
い
う
一
節
に
し
て
も
、
前
後
し
て
言

及
さ
れ
る
世
界
の
文
豪
に
つ
い
て
の
記
述
同
様
、
語
り
手
「
私
」
に
よ
る
文
学
に
関
す
る
日
頃
の
所
感
の
ほ
か
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
春
の
盗
賊
」
の
言
葉
を
、
語
り
手
「
私
」
に
よ
っ
て
同
一
水
準
に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
視
座
が
確
保
さ
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れ
れ
ば
、
読
者
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
こ
に
い
う
読
者
と
は
、
語
り
手
「
私
」
が
冒
頭
以
来
想
定
し
て
い
る
と
思

し
き
聞
き
手
、
語
り
か
け
の
際
に
用
い
ら
れ
る
「
諸
君
」、「
読
者
」
な
ど
の
総
称
で
あ
る
。「「
私
」
と
い
ふ
主
人
公
」
に
つ
い
て
考

え
め
ぐ
ら
せ
、「
メ
リ
メ
に
し
ろ
、
ゴ
オ
ゴ
リ
に
し
ろ
、
―
ま
た
、
い
ま
、
ふ
と
頗
る
唐
突
に
思
ひ
浮
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
シ
ヤ

ト
オ
ブ
リ
ア
ン
、
パ
ス
カ
ル
ほ
ど
の
大
人
物
で
も
、
―
ど
の
や
う
に
、
そ
の
時
代
の
世
評
を
顧
慮
し
、
人
し
れ
ぬ
悪
戦
苦
闘
を
つ

づ
け
た
こ
と
か
、
私
は
そ
れ
に
気
が
つ
き
、
涙
ぐ
ま
し
く
さ
へ
な
る
」
と
い
う
語
り
手
「
私
」
が
、「
け
ふ
よ
り
の
ち
は
、
世
評
に

も
充
分
の
注
意
を
払
ひ
、
聴
く
べ
き
は
大
い
に
容
れ
、
誤
れ
る
は
、
之
を
正
す
」
と
想
到
し
た
後
の
、
次
の
一
節
を
み
て
み
よ
う
。

　

ま
た
し
て
も
、
こ
れ
は
、
私
生
活
の
上
の
話
で
は
な
い
か
。
お
ま
へ
は
、
つ
い
さ
つ
き
、
物
語
の
な
か
に
私
生
活
の
上
の
弁

解
を
附
加
す
る
こ
と
は
邪
道
で
あ
る
と
明
言
し
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
で
は
無
い
か
。
矛
盾
し
な
い
か
。
矛
盾
し
て
ゐ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
ろ
そ
ろ
小
説
の
世
界
の
中
に
は
ひ
つ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
読
者
も
、
注
意
が
肝
要
で
あ
る
。
／
立
ち
直
る
、

と
い
ふ
こ
と
は
、
さ
つ
き
も
言
つ
た
や
う
に
、
こ
れ
は
、
容
易
の
こ
と
で
は
な
い
。
何
故
と
い
つ
て
、
私
が
、
ど
ろ
ぼ
う
の
話

を
す
る
に
当
つ
て
、
こ
れ
だ
け
の
、
こ
と
わ
り
文
句
が
必
要
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
私
は
作
品
に
於
い
て
よ
り
も
、
実
生
活
に

就
い
て
、
ま
た
、
私
の
性
格
、
体
質
に
就
い
て
の
悪
評
に
於
い
て
、
破
れ
か
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
、
ひ
と
つ
の
フ
イ
ク

シ
ヨ
ン
を
物
語
る
に
あ
た
つ
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
用
心
が
必
要
な
の
で
あ
る
。（
367
頁
）

　

右
の
引
用
は
、
太
宰
治
そ
の
人
が
、
か
つ
て
「
実
生
活
」
で
「
破
れ
か
け
た
」
苦
い
経
験
を
ふ
ま
え
、「
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
」
の
読

ま
れ
方
も
含
め
て
「
用
心
」
し
た
上
で
「
ど
ろ
ぼ
う
の
話
」
を
し
て
い
く
、
と
い
う
言
明
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
私
」
を
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登
場
さ
せ
た
自
作
小
説
が
、
不
本
意
な
か
た
ち
読
ま
れ
、
そ
れ
に
起
因
す
る
「
世
評
」
に
難
儀
し
た
経
験
が
想
定
さ
れ
る
語
り
手

「
私
」
が
、「
私
生
活
の
上
の
弁
解
」
と
「
小
説
の
世
界
」
の
腑
分
け
を
あ
え
て
言
及
し
た
上
で
排
し
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
モ
チ
ー

フ
と
し
た
自
作
「
小
説
」
に
つ
い
て
、
自
問
自
答
し
な
が
ら
思
い
め
ぐ
ら
せ
た
こ
と
ご
と

0

0

0

0

を
語
っ
て
い
る
―
そ
う
し
た
実
践
な
の

だ
。
し
て
み
れ
ば
「
読
者
」
と
は
、「
輿
論
」
や
「
世
評
」
に
傷
つ
い
た
経
験
を
も
つ
語
り
手
「
私
」
が
、
自
分
の
真
意

0

0

を
正
し
く

受
け
と
め
て
も
ら
う
た
め
に
、
自
身
が
語
っ
て
い
く
こ
と
ご
と

0

0

0

0

に
関
す
る
正
誤-

是
非
を
、
自
己
検
閲
よ
ろ
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
意

識
（
の
言
語
化
）
の
ほ
か
で
は
な
い
。（
本
稿
で
は
、「
読
者
」
を
、
作
中
読
者
と
も
、
語
り
手
「
私
」
が
テ
ク
ス
ト
内
で
想
定
す
る

機
能
的
な
聞
き
手
と
も
捉
え
ず
に
、
語
り
手
「
私
」
が
内
面
化

0

0

0

し
て
い
る
、
自
身
と
ル
ー
ル
を
異
に
す
る
他
者
と
考
え
る
。）

　

こ
こ
ま
で
展
開
し
て
き
た
、
い
さ
さ
か
乱
暴
に
も
映
じ
か
ね
な
い
「
春
の
盗
賊
」
読
解
は
、
第
一
に
従
来
の
先
行
研
究
が
そ
の
タ

イ
プ
を
問
わ
ず
に
囚
わ
れ
て
き
た
太
宰
治
そ
の
人
（
の
存
在
感
）
を
相
対
化
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
「
春
の
盗

賊
」
に
書
か
れ
た
言
葉
（
の
編
成
）
を
て
い
ね
い
に
読
む
こ
と
、
こ
の
二
つ
を
柱
に
、
こ
れ
ま
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
部

分
を
引
用-

解
釈
を
提
示
し
な
が
ら
展
開
し
て
き
た
。
い
わ
ば
、
先
行
研
究
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
「
春
の
盗
賊
」
を
解
き
ほ
ぐ
し

て
き
た
の
だ
が
、
な
ら
ば
「
春
の
盗
賊
」
に
何
を-
い
か
に
読
め
ば
い
い
の
か
、
そ
の
積
極
的
な
読
解
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　

そ
れ
に
先
出
ち
、
本
稿
の
姿
勢
の
根
拠
で
あ
る
テ
ク
ス
ト
と
い
う
概
念-

用
語
に
つ
い
て
、
改
め
て
確
認
し
て
お
く
。
テ
ク
ス
ト

に
つ
い
て
《
味
わ
い
愉
し
む
こ
と
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
味
わ
い
は
、
誰
も
が
共
通
し
て
受
け
取
れ
る
よ

う
な
リ
ー
ダ
ブ
ル
な
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
得
ら
れ
る
面
白
さ
と
は
異
な
る
》
と
い
う
郷
原
佳
以
は
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
る
。

　
「
テ
ク
ス
ト
」
の
対
概
念
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
あ
る
い
は
、
一
部
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
論
者
が
前
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提
と
す
る
「
虚
構
世
界
」
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
粗
筋
と
し
て
要
約
さ
れ
る
よ
う
な
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
や
統
一
的
な

「
世
界
」
と
し
て
没
入
の
対
象
と
な
る
「
虚
構
世
界
」
か
ら
は
こ
ぼ
れ
落
ち
る
細
部
に
こ
そ
、「
テ
ク
ス
ト
」
の
「
テ
ク
ス
ト

性
」
は
あ

（
21
（

る
。

　

次
節
で
は
、
こ
う
し
た
《「
テ
ク
ス
ト
性
」》
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
て
い
ね
い
に
「
春
の
盗
賊
」
を
読
ん
で
い
き
た
い
。

Ⅲ

　

あ
ら
か
じ
め
結
論
め
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
け
ば
、「
春
の
盗
賊
」
と
は
、〝
全
編
「
ど
う
ろ
ぼ
う
に
就
い
て
の
物
語
」
が
語
ら
れ

て
い
く
小
説
〟
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
「
就
い
て
」
に
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
の
「
物
語
」
に
は
ど
ろ
ぼ
う
が
登
場
す
る
必

0

0

0

0

0

要
も
な
け
れ
ば

0

0

0

0

0

0

、
も
ち
ろ
ん
語
り
手
「
私
」
が
ど
ろ
ぼ
う
を
す
る
（
し
て
い
た
）
必
要
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ど
ろ
ぼ
う
の
話

を
（
な
か
な
か
）
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ら
、
そ
れ
も
ま
た
裏
返
さ
れ
た
「
ど
う
ろ
ぼ
う
に
就
い
て
の
物
語
」
に
は
違
い
な
い
。

ま
た
、
別
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、「
ど
う
ろ
ぼ
う
に
就
い
て
の
物
語
」
と
は
〝
小
説
家
で
あ
る
語
り
手
「
私
」
が
、「
小
説
（
の
筋
）」

に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
語
り
つ
づ
け
る
小
説
〟、
と
も
変
奏
で
き
、
そ
れ
が
独
自
の
話
法
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

の
だ
。

　

こ
う
し
た
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
春
の
盗
賊
」
後
半
で
ど
ろ
ぼ
う
の
モ
チ
ー
フ
が
前
景
化
し
た
後
も
、
語
り
手
「
私
」

は
小
説
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
ご
と

0

0

0

0

を
、「
ど
ろ
ぼ
う
に
就
い
て
の
物
語
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
展
開
し
て
い
く
だ
け

0

0

で
あ
る
。
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私
は
、
実
は
こ
の
物
語
、
自
身
お
金
に
困
つ
て
、
ど
ろ
ぼ
う
を
致
し
た
と
き
の
体
験
談
を
、
ま
こ
と
し
や
か
に
告
白
し
よ
う

つ
も
り
で
ゐ
た
。
そ
れ
は
、
た
し
か
に
写
実
的
に
も
、
興
深
い
一
篇
の
物
語
に
な
つ
た
で
あ
ら
う
。
私
の
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
に
は

念
が
い
り
す
ぎ
て
、
い
つ
で
も
人
は
、
そ
れ
は
余
程
の
人
で
も
、
あ
る
い
は
？　

な
ど
と
疑
ひ
、
私
自
身
で
さ
へ
、
あ
る
い

は
？　

な
ど
と
不
安
に
な
つ
て
来
る
位
で
あ
つ
て
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
私
は
今
ま
で
に
も
、
近
親
の
信
用
を
め
ち
や
め
ち
や

に
し
て
来
て
ゐ
る
。（
367
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
語
り
手
「
私
」
に
よ
る
「
体
験
談
」
を
「
告
白
」
す
る
と
い
う
「
物
語
」
が
頓
挫
さ
れ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
言
及

さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
の
方
法
に
よ
る
「
私
の
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
」
は
「
近
親
の
信
用
」
を
著
し
く
落
と
す
ほ
ど
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も

っ
た
―
「
私
小
説
」
と
し
て
読
ま
れ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
、
語
り
手
「
私
」
の
存
在
す
る
作
品
世
界
の
話
で
あ
る
。
こ

う
し
て
「
私
」
の
能
力
に
つ
い
て
、「
い
ま
ま
で
、
二
十
数
年
間
、
何
も
せ
ず
に
無
用
の
物
語
本
ば
か
り
耽
読
し
て
ゐ
た
結
果
で
あ

ら
う
」
と
自
覚
す
る
語
り
手
「
私
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
私
は
自
身
の
、
謂
は
ば
骨
の
髄
に
ま
で
滲
み
込
ん
で
ゐ
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム

を
、
あ
る
程
度
ま
で
、save

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
自
戒
の
念
を
抱
い
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
言
明
し
て
も
い
る
。

　

し
て
み
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
に
語
り
手
「
私
」
が
語
っ
て
き
た
こ
と
は
、「
ど
う
ろ
ぼ
う
に
就
い
て
の
物
語
」
と
い
う
枠
組
み
の
中

で
、
ど
の
よ
う
な
小
説
を
書
く
べ
き
か
、
そ
の
た
め
に
語
り
手
「
私
」
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が

が
「
春
の
盗
賊
」
全
体
の
モ
チ
ー
フ
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
一
節
に
よ
っ
て
何
か
大
き
な
展
開
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

次
に
物
語
る
一
篇
も
、
こ
れ
は
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
で
あ
る
。
私
は
、
昨
夜
ど
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
た
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
は
噓
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で
あ
り
ま
す
。
全
部
、
噓
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
断
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
私
の
ば
か
ば
か
し
さ
。
ひ
と
り
で
、
く
す
く
す
笑
つ
ち

や
つ
た
。（
369
頁
）

　

右
の
一
節
は
、
語
り
手
「
私
」
に
よ
る
小
説
の
モ
チ
ー
フ
／
ア
イ
デ
ィ
ア
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
そ

の
こ
と
は
、
ど
ろ
ぼ
う
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
と
思
し
き
「
次
に
物
語
る
一
篇
」
の
要
約
（
の
存
在
そ
れ
自
体
）
に
も
み
て
と
れ
る
。

　

ゆ
う
べ
は
、
お
ど
ろ
い
た
の
で
あ
る
。
笑
ひ
ご
と
で
は
な
い
。
実
に
驚
い
た
。
生
れ
て
、
は
じ
め
て
私
は
ど
ろ
ぼ
う
に
見
舞

は
れ
た
。
し
か
も
、
ば
か
な
こ
と
、
私
は
そ
の
ど
ろ
ぼ
う
と
、
一
問
一
答
を
さ
へ
試
み
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
大
袈
裟
に
言

へ
ば
、
私
た
ち
二
人
さ
し
む
か
ひ
で
、
一
夜
を
し
み
じ
み
語
り
明
か
し
た
の
で
あ
る
。（
369
頁
）

　

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
春
の
盗
賊
」
後
半
で
展
開
さ
れ
る
「
ど
う
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
た
」
物
語
を
、
ご
く
短
く
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
家
内
が
登
場
し
て
以
降
の
展
開
を
除
き
、
そ
の
す
べ
て
が
右
の
一
節
に
、
す
で
に

0

0

0

要
約
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
降
展
開
は
、
語
り
手
「
私
」
が
そ
れ
を
引
き
延
ば
し
て

0

0

0

0

0

0

語
り
直
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ど
ろ
ぼ
う
登
場

0

0

以
前
に
も
、
語
り
手
「
私
」
は
、
ど
ろ
ぼ
う
襲
来
の
前
兆
を
「
数
々
の
不
思
議
」
を
語
っ
て
い
く
。
一
連
の
「
不

思
議
」
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、「
芸
術
作
品
」
と
「
私
的
な
生
活
」
を
め
ぐ
る
モ
チ
ー
フ
が
混
在
さ
れ
た
様
相
が
明
ら
か
だ
が
、
こ

こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
語
り
手
「
私
」
に
よ
る
次
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
担
保
の
仕
方
で
あ
る
。
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私
の
こ
の
た
び
の
盗
難
に
し
て
も
、
た
し
か
に
数
々
の
不
思
議
が
あ
つ
た
。
／
だ
い
い
ち
に
は
、
あ
の
怪け

し
か
ら
ぬ
泥
靴
の
夢

を
見
た
こ
と
で
あ
る
。〔
略
〕
い
ま
に
な
つ
て
考
へ
て
み
る
と
、
あ
れ
は
夢
の
お
告
げ
、
と
い
ふ
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、

た
し
か
だ
。
私
は
、
諸
君
に
警
報
し
た
い
。
泥
靴
の
夢
を
見
た
な
ら
ば
、
一
週
間
以
内
に
必
ず
ど
ろ
ぼ
う
が
見
舞
ふ
も
の
と
覚

悟
を
す
る
が
い
い
。
私
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
い
け
な
い
。
げ
ん
に
私
が
、
そ
の
大
泥
靴
の
夢
を
見
な
が
ら
、
誰
も
私
に
警
報
し

て
呉
れ
ぬ
も
の
だ
か
ら
、
ど
う
に
も
、
な
ん
だ
か
気
に
か
か
り
な
が
ら
、
そ
の
夢
の
真
意
を
解
く
こ
と
が
出
来
ず
愚
図
愚
図
ま

ご
つ
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
た
う
と
う
ど
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
て
し
ま
つ
た
で
は
な
い
か
。（
371
頁
）

　

語
り
手
「
私
」
に
よ
れ
ば
、「
泥
靴
の
夢
」
は
ど
ろ
ぼ
う
に
見
舞
わ
れ
る
前
兆
で
、
そ
の
夢
を
見
る
と
「
一
週
間
以
内
に
必
ず
ど

ろ
ぼ
う
が
見
舞
ふ
」。
そ
の
根
拠
は
、「
げ
ん
に
私
」
が
そ
の
よ
う
な
目
に
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
語
り
手
「
私
」
が
示
す
リ
ア
リ
テ
ィ
の
根
拠
も
ま
た
、
語
り
手
「
私
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
右
の
因
果
関
係
め

0

0

0

0

0

い
た

0

0

出
来
事
の
連
鎖
は
、
そ
の
実
、
き
わ
め
て
恣
意
的
で
、
そ
も
そ
も
す
べ
て
が
語
り
手
「
私
」
の
つ
く
り
話

0

0

0

0

な
の
だ
。

　

つ
ま
り
、
こ
の

0

0

「
春
の
盗
賊
」
内
な
ら
ば
、
語
り
手
「
私
」
は
自
由
自
在
に
出
来
事
を
生
起
さ
せ
、
因
果
関
係
を
構
築
し
、
そ
こ

に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
付
与
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
の
苦
い
経
験
か
ら
、
語
り
手
「
私
」
に
は
課
題
も
あ
る
。

私
は
、
い
ま
は
、
何
よ
り
も
先
づ
、
自
身
の
言
葉
に
、
権
威
を
持
ち
た
い
。
何
を
言
つ
て
も
気
ち
が
ひ
扱
ひ
で
、
相
手
に
さ
れ

な
い
の
で
は
、
私
は
、
い
つ
そ
沈
黙
を
守
る
。
激
情
の
果
の
、
無
表
情
。
あ
の
、
微
笑
の
、
能の

う

面め
ん

に
な
り
ま
せ
う
。
こ
の
世
の

中
で
、
そ
の
発
言
に
権
威
を
持
つ
た
め
に
は
、
ま
づ
、
つ
つ
ま
し
い
一
般
市
井
人
の
家
を
営
み
、
そ
の
日
常
生
活
の
形
式
に
於
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い
て
、
無
慾
。
人
か
ら
、
う
し
ろ
指
一
本
さ
さ
れ
な
い
態て

い

の
、
意
志
に
拠
る
チ
ヤ
ツ
カ
リ
性
。
あ
た
り
ま
へ
の
、
世
間
の
戒
律

を
、
叡
智
に
拠
つ
て
厳
守
し
、
さ
う
し
て
、
そ
の
と
き
こ
そ
は
、
見
て
ゐ
ろ
、
殺
人
小
説
で
も
、
そ
れ
か
ら
、
も
つ
と
恐
ろ
し

い
小
説
を
、
論
文
を
、
思
ふ
が
ま
ま
に
書
き
ま
く
る
。
痛
快
だ
。
鷗
外
は
、
か
し
こ
い
な
。
ち
や
ん
と
そ
い
つ
を
、
知
ら
ぬ
ふ

り
し
て
実
行
し
て
ゐ
た
。
私
は
、
あ
の
半
分
で
も
よ
い
、
や
つ
て
み
た
い
。（
374
～
375
頁
）

　

語
り
手
「
私
」
は
、
か
つ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
小
説
を
書
い
た
結
果
、「
気
ち
が
い
扱
ひ
」
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
ふ
ま

え
、「
自
身
の
言
葉
」
が
正
し
く
伝
わ
る
よ
う
、（
小
説
そ
れ
自
体
で
は
な
く
）
書
き
手
で
あ
る
「
私
」
の
社
会
生
活
を
正
す
こ
と
を

目
指
す
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
範
と
す
べ
き
鷗
外
は
、
そ
う
し
た
努
力
を
「
実
行
し
て
い
た
」
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、

語
り
手
「
私
」
は
、
こ
の
「
春
の
盗
賊
」
に
お
い
て
も
「
世
評
」
や
「
輿
論
」
を
重
ん
じ
る
旨
を
言
明
し
つ
づ
け
て
き
た
の
だ
。

　

た
だ
し
、「
春
の
盗
賊
」
で
そ
れ
は
題
目
と
し
て
唱
え
ら
れ
る
の
み
で
、
具
体
的
に
語
ら
れ
る
の
は
次
の
一
節
で
あ
る
。

一
先
輩
は
、
私
の
か
ら
だ
を
憂
慮
し
て
、
酒
を
あ
ま
り
用
ゐ
ぬ
や
う
に
忠
告
し
た
。
私
は
、
そ
れ
に
応
へ
て
、
夜
の
不
眠
の
苦

痛
を
語
つ
た
。
そ
の
と
き
、
先
輩
は
声
を
は
げ
ま
し
、
／
「
な
に
を
言
ふ
の
だ
。
そ
ん
な
と
き
こ
そ
、
小
説
の
筋
を
考
へ
る
、

絶
好
の
機
会
ぢ
や
な
い
か
。
も
つ
た
い
な
い
と
思
は
な
い
か
！
」
／
私
は
、
一
言
も
な
か
つ
た
。
あ
り
が
た
い
気
が
し
た
。
五

臓
に
、
し
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
は
、
努
力
し
た
。（
378
～
379
頁
）

　

も
ち
ろ
ん
、「
ど
う
ろ
ぼ
う
に
就
い
て
の
物
語
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
春
の
盗
賊
」
と
は
、
全
編
が
「
小
説
の
筋
」
を
め
ぐ
る
語
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り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
裏
返
せ
ば
、
そ
れ
が
「
芸
術
作
品
」
に
み
え
よ
う
が
「
私
的
な
生
活
」
に
み
え
よ
う

が
、
語
り
手
「
私
」
が
、
小
説
を
め
ぐ
る
モ
チ
ー
フ
（
ネ
タ
）
を
次
か
ら
次
へ
と
反
復-

展
開
し
て
い
く
だ
け

0

0

の
小
説
こ
そ
が
「
春

の
盗
賊
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
思
っ
て
、
次
に
引
く
語
り
手
「
私
」
に
よ
る
「
小
説
の
筋
書
」
を
読
ん
で
み
よ
う
。

　

ゆ
う
べ
も
、
私
は
、
さ
う
し
て
ゐ
た
。
え
え
と
、
彼
女
は
、
い
や
彼
氏
は
、
横
浜
へ
釣
り
を
し
に
出
か
け
た
。
横
浜
に
は
、

釣
り
を
す
る
や
う
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
い
や
、
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ハ
ゼ
く
ら
ゐ
は
、
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
軍
艦
が
在
る
。

満
艦
飾
で
あ
る
。
こ
れ
を
利
用
し
な
け
れ
ば
、
い
け
な
い
。
こ
こ
に
於
い
て
多
少
、
時
局
の
色
彩
を
加
へ
る
。
さ
う
す
る
と
、

人
は
、
私
を
健
康
と
呼
ぶ
か
も
知
れ
な
い
。
お
う
い
、
と
呼
ぶ
。
お
う
い
、
と
答
へ
る
。
白
い
パ
ラ
ソ
ル
。
桜
の
一
枝
。
さ
ら

ば
、
ふ
る
さ
と
。
ざ
ぶ
り
と
波
の
音
。
釣
竿
を
折
る
。
鷗
が
魚さ

か
なを

盗
み
を
つ
た
。
メ
ル
シ
イ
、
マ
ダ
ム
。
お
や
、
口
笛
が
。

―
な
ん
の
こ
と
だ
か
、
わ
か
ら
な
い
。
ま
る
で
、
出
鱈
目
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
小
説
の
筋
書
で
あ
る
。
朝
に
な
る
と
、
け
ろ

り
と
忘
れ
て
ゐ
る
百
千
の
筋
書
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
と
私
は
、
筋
書
を
、
い
や
、
模
様
を
、
考
へ
る
。
あ

ら
は
れ
て
は
消
え
、
あ
ら
わ
れ
て
は
消
へ
、
あ
あ
早
く
、
眠
く
な
れ
ば
い
い
な
。〔
略
〕
―
な
ど
と
、
だ
ん
だ
ん
小
説
の
筋

書
か
ら
、
離
れ
て
い
つ
て
、
お
し
ま
ひ
に
は
、
自
身
の
借
金
の
勘
定
な
ん
か
、
は
じ
ま
つ
て
、
と
て
も
俗
に
な
つ
た
。
眠
る
ど

こ
ろ
で
は
、
無
い
。
目
が
、
冴
え
て
し
ま
つ
た
。（
379
～
380
頁
）

　

右
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
語
り
手
「
私
」
は
「
ま
る
で
、
出
鱈
目
」
と
自
己
言
及
す
る
が
、
そ
れ
な
ら
こ
の
「
春
の
盗
賊
」
全
体

も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
類
比
で
い
え
ば
、
右
の
一
節
は
、「
次
に
物
語
る
一
篇
」
の
要
約
が
「
ど
ろ
う
ぼ
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う
の
物
語
」
の
紋
中
紋
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
以
上
に
、「
春
の
盗
賊
」
全
体
の
紋
中
紋
に
も
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

　

こ
う
し
た
「
出
鱈
目
」
さ
は
、
引
き
延
ば
さ
れ
た
「
ど
う
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
た
」
物
語
に
も
い
き
わ
た
っ
て
い
る
。
語
り
手

「
私
」
に
よ
れ
ば
、「
雨
戸
の
端
が
小
さ
く
破
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
白
い
手
」
が
み
え
て
、
ど
ろ
ぼ
う
の
来
訪
を
知
っ
た
「
私
」
は
、

そ
の
手
を
握
り
し
め
る
。
す
る
と
、
ど
ろ
ぼ
う
の
「
お
ゆ
る
し
下
さ
い
。」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
、「
私
は
自
身
の
思
は
ぬ
手
柄
に
、

た
し
か
に
逆の

ぼ上
せ
て
し
ま
」
う
。
そ
の
後
、「
私
」
が
ど
ろ
ぼ
う
を
家
の
中
に
引
き
い
れ
る
過
程
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
く
。

　
「
さ
、
手
を
離
し
て
あ
げ
る
。
い
ま
、
雨
戸
を
あ
け
て
あ
げ
ま
す
か
ら
ね
。」
い
つ
た
い
、
ど
ん
な
気
で
、
そ
ん
な
変
調
子
の

こ
と
を
言
ひ
出
し
た
も
の
か
、
あ
と
で
い
く
ら
考
へ
て
み
て
も
、
そ
の
理
由
は
、
判
明
し
な
か
つ
た
。
私
は
、
そ
の
と
き
は
、

自
分
自
身
を
落
ち
つ
い
て
ゐ
る
、
と
思
つ
て
ゐ
た
。
確
乎
た
る
自
信
が
、
あ
つ
て
、
も
つ
と
も
ら
し
い
顔
を
し
て
、
お
ご
そ
か

な
声
で
、
さ
う
言
つ
た
つ
も
り
な
の
で
あ
る
が
、
い
ま
考
へ
て
み
る
と
、
ど
う
し
て
も
普
通
で
な
い
。
謂
は
ば
、
泰
然
と
腰
を

抜
か
し
て
ゐ
る
類た

ぐ
ひか

も
知
れ
な
か
つ
た
。
／
雨
戸
を
あ
け
、
／
「
さ
、
は
ひ
り
た
ま
へ
。」
い
よ
い
よ
、
い
け
な
か
つ
た
。
た

し
か
に
私
は
、
あ
の
、
悠
然
と
顚
倒
し
て
ゐ
た
組
に
、
ち
が
ひ
な
か
つ
た
。（
383
頁
）

　

こ
の
場
面
に
は
、
語
り
手
「
私
」
が
事
後
的
に
語
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
「
あ
と
で
」、「
そ
の
と
き
は
」、「
い
ま
考
へ
て
み
る

と
」
と
い
っ
た
表
徴
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
以
後
も
、
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
は
「
私
」
の
発
話
が
直
接
話
法
で
書
か
れ
、
ど
ろ
ぼ

う
に
対
し
て
は
外
的
焦
点
化
、「
私
」
に
つ
い
て
の
み
内
的
焦
点
化
が
用
い
ら
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
話
法
を
駆
使
し
て
表
現
さ
れ

て
い
く
の
は
、
ど
ろ
ぼ
う
に
相
対
し
た
「
私
」
の
狼
狽
ぶ
り
―
自
己
戯
画
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
語
り
手
「
私
」
は
、
ど
ろ
ぼ
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う
を
梃
子

0

0

に
し
な
が
ら
も
、「
私
」
自
身
を
モ
チ
ー
フ
（
寝
た
）
と
し
た
小
説
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
語
り-

実
演
し
て
い
く
の
だ
。

「
す
み
ま
せ
ん
。」
ど
ろ
ぼ
う
は
、
ば
か
な
や
つ
、
私
の
そ
れ
ほ
ど
こ
ま
か
い
老
獪
の
下
心
に
も
気
づ
か
ず
、
私
が
電
燈
消
し
た

こ
と
に
対
し
て
、
し
ん
か
ら
の
お
礼
を
言
ひ
や
が
つ
た
。
／
「
雨
が
、
ま
だ
降
つ
て
ゐ
る
か
ね
？
」
／
「
い
い
え
、
も
う
、
や

ん
だ
や
う
で
す
。」
ま
る
で
、
お
と
な
し
く
な
つ
て
ゐ
る
。
／
「
こ
つ
ち
へ
来
た
ま
へ
。」
私
は
、
火
鉢
を
ま
へ
に
し
て
坐
つ
て
、

火
箸
で
火
を
か
き
ま
は
し
、「
こ
こ
へ
坐
り
た
ま
へ
。
ま
だ
、
火
が
あ
る
。」
／
「
え
。」
ど
ろ
ぼ
う
は
、
き
ち
ん
と
膝
を
そ
ろ

へ
て
か
し
こ
ま
つ
て
坐
つ
た
様
子
で
あ
る
。
／
「
少
し
、
火
鉢
か
ら
、
は
な
れ
て
坐
つ
て
ゐ
た
は
う
が
い
い
か
も
知
れ
な
い

な
。」
私
は
、
い
い
気
持
で
あ
る
。「
あ
ま
り
、
火
の
傍
に
寄
る
と
、
火
の
あ
か
り
で
、
君
の
顔
が
見
え
る
。
僕
は
、
ま
だ
、
君

の
顔
を
、
な
ん
に
も
見
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
ね
。
煙
草
も
吸
は
な
い
や
う
に
し
ま
せ
う
ね
。
暗
闇
の
中
だ
と
、
煙
草
の
火
で
も
、

ず
い
ぶ
ん
明
る
い
も
の
だ
か
ら
ね
。」
／
「
は
。」
ど
ろ
ぼ
う
は
、
す
こ
し
感
激
し
て
ゐ
る
様
子
で
あ
る
。
／
私
は
、
あ
ま
り
の

歓
喜
に
、
い
よ
い
よ
逆の

ぼ上
せ
て
、
も
つ
と
も
つ
と
、
私
の
非
凡
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
や
り
た
く
な
つ
ち
や
つ
て
、

よ
け
い
な
こ
と
を
言
つ
た
。
／
「
あ
、
十
二
時
だ
。」
隣
家
の
柱
時
計
が
、
そ
の
と
き
、
ぼ
う
ん
、
ぼ
う
ん
、
鳴
り
は
じ
め
た

の
で
あ
る
。「
時
計
は
、
あ
れ
は
生
き
物
だ
ね
。
深
夜
の
十
二
時
を
打
つ
と
き
は
、
は
じ
め
か
ら
、
音
が
ち
が
ふ
ね
。〔
略
〕
不

思
議
な
も
ん
さ
。」
／
「
十
一
時
で
し
た
。」
ど
ろ
ぼ
う
は
、
指
折
つ
て
数
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
低
い
声
で
言
つ
て
、
落

ち
つ
い
て
ゐ
た
。
／　

私
は
狼
狽
し
て
、
話
題
を
そ
ら
し
た
。（
386
頁
）

　

こ
こ
で
も
、
①
ど
ろ
ぼ
う
の
直
接
話
法
、
②
①
に
対
す
る
内
的
焦
点
化
さ
れ
た
「
私
」
の
反
応
、
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
お
り
、
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明
ら
か
に
定
型
化
さ
れ
た
話
法
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ハ
プ
ニ
ン
グ
で
あ
る
は
ず
の
「
ど
ろ
ぼ
う
襲
来
」
を
、
型
の
反
復

に
よ
っ
て
書
き
え
て
い
る
の
は
、
語
り
手
「
私
」
が
創
作
し
た
「
小
説
（
の
筋
）-

物
語
」
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
。
そ
う
考
え
れ
ば
、

直
接
話
法
が
用
い
ら
れ
て
い
よ
う
が
、「
春
の
盗
賊
」
に
ど
ろ
ぼ
う
と
い
う
登
場
人
物
は
い
な
い

0

0

0

。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
語
り
手

「
私
」
が
創
作
し
た
「
小
説
（
の
筋
）-

物
語
」
の
中
に
書
か
れ
た
存
在

0

0

0

0

0

0

な
（
21
（

の
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
一
節
に
明
ら
か
で
あ
る
。

私
は
、
二
十
円
と
ら
れ
た
の
が
、
な
ん
と
し
て
も
、
い
ま
い
ま
し
く
、
む
し
や
く
し
や
し
て
、
口
か
ら
出
ま
か
せ
、
さ
ん
ざ
威

張
り
ち
ら
し
て
、
私
の
夢
を
、
謂
は
ば
、
私
の
小
説
の
筋
書
を
、
勝
手
に
申
述
べ
て
ゐ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
負

け
た
犬
、
吠
え
る
の
類た

ぐ
ひに

ち
が
ひ
な
か
つ
た
。（
393
頁
）

　

こ
れ
ら
、
先
行
研
究
に
お
い
て
主
た
る
作
中
作
と
目
さ
れ
て
き
た
「
ど
う
ろ
ぼ
う
の
物
語
」
も
そ
の
一
部
と
し
て
含
め
、「
春
の

盗
賊
」
と
は
、「
ど
ろ
ぼ
う
に
就
い
て
の
物
語
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
語
り
が
様
々
な
か
た
ち
で
つ
づ
い
て
い
く
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
。

Ⅳ

　

最
後
に
本
節
で
は
、「
ど
ろ
ぼ
う
襲
来
」
後
、
語
り
手
「
私
」
の
家
内
が
登
場
し
て
以
降
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
読
解
し
、
本
稿
の

ま
と
め
と
し
た
い
。「
ど
う
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
た
」
物
語
を
語
り
つ
い
で
き
た
語
り
手
「
私
」
が
、「
隣
室
に
ぱ
つ
と
電
燈
が
と
も

つ
て
、
こ
の
部
屋
も
う
す
明
る
く
な
つ
て
、
見
る
と
、
ど
ろ
ぼ
う
は
、
影
も
形
も
無
い
」
と
語
っ
た
後
、「
襖
を
あ
け
て
、
家
内
が



28

よ
ろ
め
く
や
う
に
し
て
は
ひ
つ
て
来
」
る
。
語
り
手
「
私
」
が
落
ち
着
い
た
後
、
家
内
に
よ
る
次
の
直
接
話
法
が
置
か
れ
る
。

「
か
へ
り
ま
し
た
よ
。
あ
た
し
知
つ
て
ゐ
る
。
あ
な
た
が
、
ば
か
ツ
と
、
ど
ろ
ぼ
う
を
大
声
で
お
叱
り
に
な
つ
た
で
せ
う
？　

あ
の
と
き
、
あ
た
し
眼
を
さ
ま
し
た
の
。
耳
を
す
ま
し
て
、
あ
な
た
の
お
話
を
聞
い
て
ゐ
る
と
、
ど
う
も
相
手
は
、
ど
ろ
ぼ
う

ら
し
い
の
で
せ
う
？　

あ
た
し
、
だ
め
だ
、
と
思
つ
た
の
。
死
ん
だ
や
う
に
な
つ
て
、
俯
伏
の
ま
ま
じ
つ
と
し
て
ゐ
た
ら
、
ど

ろ
ぼ
う
の
足
音
が
、
の
し
の
し
聞
え
て
、
部
屋
か
ら
出
て
行
く
ら
し
い
の
で
、
ほ
つ
と
し
た
の
。
可
笑
し
な
ど
ろ
ぼ
う
ね
。
ち

や
ん
と
雨
戸
ま
で
、
し
め
て
行
つ
た
の
ね
。
が
た
ぴ
し
、
あ
の
雨
戸
を
し
め
る
の
に
、
苦
労
し
て
ゐ
た
ら
し
い
わ
。」（
396
頁
）

　

右
の
一
節
で
は
、
妻
の
情
報
が
聴
覚
の
み
に
よ
る
も
の
で
、
ど
ろ
ぼ
う
を
み
て
は
い
な
い

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
点
に
ま
ず
は
注
意
し
て
お
き

た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
つ
じ
つ
ま
も
含
め
、
語
り
手
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
書
き
添
え
て
リ
ア
リ
テ
ィ
の
担
保
に
努
め
は
す
る
。

　

見
る
と
、
な
る
ほ
ど
、
雨
戸
は
ち
や
ん
と
し
め
て
あ
る
。
す
る
と
、
私
は
、
誰
も
ゐ
な
い
真
暗
い
部
屋
で
、
ひ
と
り
で
い
い

気
に
な
つ
て
、
な
が
な
が
と
説
教
し
て
ゐ
た
も
の
と
み
え
る
。
ば
か
げ
て
ゐ
る
。
ど
ろ
ぼ
う
が
、
す
ぐ
に
こ
そ
こ
そ
立
ち
去
つ

た
の
も
、
さ
う
し
て
、
ご
て
い
ね
い
に
、
雨
戸
ま
で
し
め
て
い
つ
て
呉
れ
た
の
も
、
ち
つ
と
も
気
づ
か
ず
、
夢
中
で
独
り
わ
め

ゐ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。（
396
頁
）

　

た
だ
し
、
そ
う
し
た
効
果
と
併
せ
て
、
家
内
の
登
場
後
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、
誰
も
い
な
い
中
で
も
な
お
語
り
つ
づ
け
て
き
た
、



モチーフとしての「どろぼうに就いての物語」／テクストとしての太宰治「春の盗賊」29

「
ば
か
げ
て
ゐ
る
」
語
り
手
「
私
」
像0

で
あ
る
。
た
だ
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
み
れ
ば
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
そ
の
大
半
は
「
小
説

の
筋
書
を
、
勝
手
に
申
述
べ
て
ゐ
る
だ
け
」
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
ど
ろ
ぼ
う
が
い
る
必
要
も
、
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
の
だ
。

そ
れ
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
春
の
盗
賊
」
前
半
で
読
者
が
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
か
り
そ
め
の
聞
き
手
と
し
て
ど
ろ
ぼ
う
が
い
た

と
い
う
設
定

0

0

は
、
語
り
手
「
私
」
が
語
り
は
じ
め-

つ
づ
け
て
い
く
、
動
機-

動
因
で
あ
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
春
の
盗
賊
」
結
末
は
、「
あ
ん
な
、
ど
ろ
ぼ
う
な
ん
か
に
、
文
学
を
説
い
た
り
な
さ
る
こ
と
、
お
よ
し
に
な
つ
た
ら
、
い
か
が
で

せ
う
か
」
と
い
う
家
内
の
言
葉
に
、「
結
婚
し
て
、
は
じ
め
て
、
こ
の
と
き
、
家
内
を
ぶ
ん
殴
ら
う
か
と
思
つ
た
」
ほ
ど
に
憤
っ
た

語
り
手
「
私
」
に
よ
る
、
次
の
よ
う
な
強
い
衝
動
が
刻
印
さ
れ
た
語
り
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
（
前
／
後
半
に
わ
け
て
引
用
す
る
）。

ど
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
た
と
き
に
も
、
や
は
り
一
般
市
民
を
真
似
て
、
ど
ろ
ぼ
う
と
絶
叫
し
て
、
ふ
ん
ど
し
ひ
と
つ
で
外
へ
飛

び
出
、
か
な
だ
ら
ひ
た
た
い
て
近
所
近
辺
を
駈
け
ま
は
り
、
町
内
の
大
騒
ぎ
に
し
た
は
う
が
、
い
い
の
か
。
そ
れ
が
、
い
い
の

か
。
私
は
、
い
や
に
な
つ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
現
実
と
い
ふ
も
の
は
、
い
や
だ
！　

愛
し
、
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
あ
の
悪

徳
の
、
ど
ろ
ぼ
う
に
し
て
も
、
こ
の
世
の
も
の
は
、
な
ん
と
、
白
々
し
く
、
興
覚
め
の
も
の
か
。
ぬ
つ
と
は
い
つ
て
来
て
、
お

金
さ
ら
つ
て
、
ぬ
つ
と
か
へ
つ
た
。
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
、
な
い
か
。（
397
頁
）

　

こ
こ
に
、
語
り
手
「
私
」
が
求
め
て
い
た
も
の
／
抑
圧
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
一
挙
に
噴
出
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
語
り
手

「
私
」
は
、
帰
り
去
っ
た
ど
ろ
ぼ
う
に
対
し
て
「
徹
頭
徹
尾
の
リ
ア
リ
ス
ト
だ
。
お
い
、
お
金
み
ん
な
持
つ
て
行
つ
た
ら
し
い
ぞ
。」

と
、
落
胆
を
隠
せ
ず
に
い
た
。
こ
こ
で
の
（
期
待
／
）
落
胆
と
は
、
ど
ろ
ぼ
う
の
襲
来
に
よ
っ
て
お
金
を
取
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
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「
悪
徳
物
語
」
よ
ろ
し
く
規
範
的
な
「
現
実
」
を
突
破
す
る
何
か

0

0

を
、
ど
ろ
ぼ
う
が
も
た
ら
し
て
く
れ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
る
。

こ
の
世
に
、
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
は
、
無
い
。
私
ひ
と
り
が
、
変
質
者
だ
。
さ
う
し
て
、
私
も
、
い
ま
は
営
々
と
、
小
市
民
生
活
を

修
養
し
、
け
ち
な
世
渡
り
を
は
じ
め
て
ゐ
る
。
い
や
だ
。
私
ひ
と
り
で
も
よ
い
。
も
う
い
ち
ど
、
あ
の
野
望
と
献
身
の
、
ロ
マ

ン
ス
の
地
獄
に
飛
び
込
ん
で
、
く
た
ば
り
た
い
！　

で
き
な
い
こ
と
か
。
い
け
な
い
こ
と
か
。
こ
の
大
動
揺
は
、
昨
夜
の
盗
賊

来
襲
を
契
機
と
し
て
、
け
さ
も
、
否
、
こ
れ
を
書
き
と
ば
し
な
が
ら
、
い
ま
の
い
ま
ま
で
、
な
ほ
止
ま
ず
烈
し
く
継
続
し
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。（
397
頁
）

　
「
世
評
」
や
「
輿
論
」
を
ふ
ま
え
た
「
小
市
民
生
活
」
を
心
が
け
て
き
た
語
り
手
「
私
」
が
求
め
て
い
た
も
の
は
、「
ロ
マ
ン
チ
ツ

ク
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、「
盗
賊
（
来
襲
）」
に
よ
っ
て
も
、
破
壊
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
展
開
に
、
語
り
手
「
私
」
自

身
は
い
よ
い
よ
進
退
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
右
の
よ
う
な
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
の
言
を
力
強
く
放
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

こ
う
し
た
「
春
の
盗
賊
」
結
末
部
に
つ
い
て
は
、
太
宰
治
そ
の
人
を
紙
背
に
読
む
東
郷
克
美
に
、《「
盗
賊
」
は
い
わ
ば
虚
構
と
し

て
の
「
小
市
民
生
活
」
に
反
逆
し
、
存
在
そ
の
も
の
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
象
徴
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が

興
覚
め
な
「
徹
頭
徹
尾
の
リ
ア
リ
ス
ト
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
太
宰
治
の
自
己
矛
盾
と
混
迷
が
あ

っ
（
（2
（

た
》
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
ま
た
、《
ロ
マ
ン
ス
と
は
人
と
人
が
利
害
を
超
え
た
信
頼
で
結
ば
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
》
と
捉
え

た
石
井
和
夫
は
、《「
春
の
盗
賊
」
は
「
私
」
と
泥
棒
の
間
に
「
ロ
マ
ン
ス
」
が
成
立
し
な
い
》、《
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
ロ
マ
ン

ス
」
へ
の
希
求
を
表
現
し
た
こ
と
に
な

（
（2
（

る
》
と
論
じ
て
い
る
。
議
論
の
土
台
は
異
に
す
る
が
、
語
り
手
「
私
」
が
ど
ろ
ぼ
う
＝
盗
賊
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に
「
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
」
を
み
て
い
た
と
い
う
点
で
、
右
の
二
つ
の
指
摘
に
は
首
肯
で
き
る
。
そ
の
上
で
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
読
解
か

ら
は
、
ど
ろ
ぼ
う
だ
け
で
な
く
（
た
だ
し
、
ど
ろ
ぼ
う
も
含
め
て
）、
こ
れ
ま
で
語
り
手
「
私
」
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
語
っ
て
き
た

「
小
説
の
筋
」
の
す
べ
て
が
、
周
囲
か
ら
の
視
線
（
読
者
、「
世
評
」、「
輿
論
」）
を
意
識
す
る
中
で
、
な
お
「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」

を
追
い
求
め
る
過
程
で
あ
り
、
そ
う
し
た
過
程
の
す
べ
て
が
「
春
の
盗
賊
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
構
成
し
て
い
る
と
捉
え
た
い
。
も

ち
ろ
ん
、「
春
の
盗
賊
」
結
末
部
は
そ
の
最
終
段
階
で
は
あ
り
、
ど
ろ
ぼ
う
と
、
そ
れ
か
ら
先
に
引
い
た
台
詞
を
放
つ
と
こ
ろ
の
家

内
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
言
動
を
契
機
と
し
て
語
り
手
「
私
」
は
、
よ
う
や
く
右
の
一
節
を
力
一
杯

0

0

0

吐
露
す
る
こ
と

に
成
功
し
た
の
だ
。
逆
に
い
え
ば
、
右
の
一
節
を
語
る
た
め
に
、
語
り
手
「
私
」
は
こ
こ
ま
で
語
り
つ
い
で
き
た
の
だ
（
し
た
が
っ

て
、「
ど
う
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
た
」
物
語
に
書
か
れ
た

0

0

0

0

家
内
も
ま
た
、
語
り
手
「
私
」
の
よ
う
に
は
存
在
し
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

）。

　

総
じ
て
、「
春
の
盗
賊
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
た
の
は
、「
野
望
と
献
身
の
、
ロ
マ
ン
ス
の
地
獄
」
を
書
き
た
い
と
い

う
、「
い
ま
の
い
ま
ま
で
、
な
ほ
止
ま
ず
烈
し
く
継
続
し
て
ゐ
る
」
語
り
手
「
私
」
の
動
機
そ
れ
自
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
と
よ

り
、
そ
れ
は
容
易
に
成
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
大
願
を
抱
く
語
り
手
「
私
」
と
は
い
か
な
る
人
物
か
、
そ

の
成
就
を
め
ざ
す
語
り
手
「
私
」
に
課
さ
れ
て
い
る
課
題
や
負
荷
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
こ
れ
ら
が
「
小
説
の
筋
」
と
あ
わ
せ
て
、

自
己
戯
画
的
に
語
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
語
り
の
過
程-

総
体
が
「
春
の
盗
賊
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
相
貌
な
の
だ
。

注（
1
）
拙
論
「
契
と
真
実
　

―
　

「
道
化
の
華
」」・「〈
青
年
〉
の
病
＝
筆
法
　

―
　

「
狂
言
の
神
」」（『
昭
和
十
年
前
後
の
太
宰
治 

〈
青
年
〉・
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
』
ひ
つ
じ

書
房
、
平
21
）、「
主
題
と
し
て
の
描
写
、
批
評
と
し
て
の
小
説
　

―
　

太
宰
治
「
女
の
決
闘
」
試
論
」（『
文
芸
研
究
』
平
21
・
9
）
参
照
。
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（
2
）
奥
野
健
男
『
太
宰
治
論　

増
補
決
定
版
』（
春
秋
社
、
昭
43
）、
245
頁
。

（
3
）
東
郷
克
美
「『
晩
年
』
論
　

―
　

「
作
中
人
物
的
作
家
」
の
話
法
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
60
・
11
）、
安
藤
宏
「
太
宰
治
・
小
説
の
書
け
な
い
小
説
家
た
ち
　

―
　

「
道
化

の
華
」「
猿
面
冠
者
」「
玩
具
」」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
平
3
・
4
）、
拙
論
「
語
り
か
け
る
テ
ク
ス
ト
　

―
　

太
宰
治
「
カ
チ
カ
チ
山
」」（『
国
文
学
』
平
20
・
3
）
ほ
か
参

照
。

（
4
）
桒
原
丈
和
「『
春
の
盗
賊
』」（
神
谷
忠
孝
・
安
藤
宏
編
『
太
宰
治
全
作
品
研
究
事
典
』
勉
誠
社
、
平
7
）、
243
頁
。

（
5
）
注
（
2
）
に
同
じ
、
80
頁
。

（
6
）
渡
部
芳
紀
「「
八
十
八
夜
」
論
　

―
　

「
俗
天
使
」「
鷗
」「
春
の
盗
賊
」
に
ふ
れ
つ
つ
　

―
　

」（『
太
宰
治　

心
の
王
者
』
洋
々
社
、
昭
59
）、
221
頁
。

（
7
）
栗
原
敦
「
太
宰
治
の
方
法
」
考
　

―
　

「
純
粋
小
説
論
」・「
私
小
説
論
」
の
影
　

―
　

」（『
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
文
学
篇
』
昭
53
・
2
）、
75
頁
。

（
8
）
小
林
幹
也
「「
春
の
盗
賊
」
の
〈
超
ジ
ャ
ン
ル
性
〉
と
〈
自
己
パ
ロ
デ
ィ
〉
に
つ
い
て
」（『
シ
ュ
ン
ポ
シ
オ
ン
』
平
8
・
3
）、
53
頁
。
な
お
、
小
林
論
で
は
、
中
村

三
春
「「
道
化
の
華
」
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
構
造
」（『
日
本
文
学
』
昭
62
・
11
）
に
お
け
る
議
論
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
姜
宇
源
庸
「
物
語
と
私
小
説
の
境
界
と
し
て
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
　

―
　

太
宰
治
「
春
の
盗
賊
」
論
」（『
私
小
説
研
究
』
平
16
・
3
）、
21
～
22
頁
、
24
頁
。

（
10
）
樫
原
修
「「
春
の
盗
賊
」　―
　「
私
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（『「
私
」
と
い
う
方
法　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
私
小
説
』
笠
間
書
院
、
平
24
）、
190
頁
、
206
頁
、
214

頁
。

（
11
）
清
水
康
次
「「
春
の
盗
賊
」
論
　

―
　

多
元
的
な
物
語
世
界
　

―
　

」（『
太
宰
治
研
究
9
』
和
泉
書
院
、
平
13
）、
73
頁
、
78
頁
、
82
頁
。

（
12
）
斎
藤
理
生
「
虚
と
実
の
あ
い
だ
　

―
　

「
春
の
盗
賊
」
論
」（『
太
宰
治
の
小
説
の
〈
笑
い
〉』
双
文
社
出
版
、
平
25
）、
183
頁
、
184
頁
、
189
頁
、
197
頁
、
198
頁
。
な
お
、

三
浦
雅
士
は
『
青
春
の
終
焉
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
24
）
で
「
春
の
盗
賊
」
に
論
及
し
、《
前
半
が
落
語
『
も
ぐ
ら
泥
』
を
、
後
半
が
落
語
『
寝
床
』
を
下
敷
き
に

し
て
い
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
が
、
驚
嘆
す
る
ほ
か
な
い
の
は
、
そ
の
演
奏
と
い
う
か
変
奏
の
巧
み
さ
で
あ
る
》（
184
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
13
）
拙
論
「
戦
略
と
し
て
の
話
法
　

―
　

太
宰
治
『
佳
日
』
と
い
う
書
物
」（『
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
平
26
・
6
）、
124
～
125
頁
。

（
14
）
注
（
12
）
に
同
じ
、
184
頁
。

（
15
）
拙
著
『
昭
和
十
年
前
後
の
太
宰
治
〈
青
年
〉・
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
平
21
）
参
照
。
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（
16
）「
春
の
盗
賊
」
内
の
言
葉
の
い
く
つ
か
が
、
指シ

フ
タ
ー

示
詞
と
し
て
現
実
世
界
の
何
か
し
ら
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、「
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ア
・
デ
ユ
マ
」、

「
ゴ
オ
ル
ド
ス
ミ
ス
」、「
ゲ
エ
テ
」、「
プ
ウ
シ
ユ
キ
ン
」、「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
」
な
ど
、
明
確
な
固
有
名
で
あ
る
点
で
、
語
り
手
「
私
」
に
つ
い
て
の
情
報
と
は
、

提
示
の
さ
れ
方
が
大
き
く
異
な
る
。

（
17
）
注
（
12
）
に
同
じ
、
186
～
187
頁
。

（
18
）
郷
原
佳
以
「
テ
ク
ス
ト
」（
三
原
芳
秋
・
渡
邊
英
理
・
鵜
戸
聡
編
『
文
学
理
論　

読
み
方
を
学
び
文
学
と
出
会
い
な
お
す
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
令
2
）、
18
～
19

頁
。
な
お
、
同
論
に
は
、《
書
か
れ
た
も
の
を
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
巷
に
流
通
す
る
言
説
や
イ
メ
ー
ジ
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
な
く
、
文
章
に
何
が

書
か
れ
て
あ
る
か
を
自
ら
細
部
に
至
る
ま
で
確
認
す
る
こ
と
、
文
章
か
ら
単
一
の
命
題
を
取
り
出
し
て
済
ま
せ
る
こ
と
な
く
、
作
者
あ
る
い
は
何
ら
か
の
権
威
的
存
在

に
配
慮
す
る
こ
と
も
な
く
、
内
部
の
祖
語
や
矛
盾
を
批
判
的
に
検
証
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
》（
26
頁
）
と
い
う
一
節
も
読
ま
れ
る
。

（
19
）
石
井
和
夫
「
鷗
外
の
小
品
　

―
　

「
羅
生
門
」
と
「
春
の
盗
賊
」
に
投
じ
た
影
　

―
　

」（『
香
椎
潟
』
平
17
・
12
）
に
は
、《「
春
の
盗
賊
」
の
泥
棒
は
実
際
こ
の
男
が
存

在
し
た
か
ど
う
か
疑
わ
せ
る
ほ
ど
影
が
薄
く
、
ほ
と
ん
ど
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
近
い
「
私
」
の
饒
舌
が
こ
の
作
品
を
支
配
し
て
い
》（
32
頁
）
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
20
）
東
郷
克
美
「
虚
構
と
文
体
　

―
　

「
女
の
決
闘
」
に
つ
い
て
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
49
・
12
）、
73
頁
。

（
21
）
注
（
19
）
に
同
じ
、
32
頁
。

※
太
宰
治
「
春
の
盗
賊
」
本
文
は
、『
太
宰
治
全
集
第
二
巻
』（
筑
摩
書
房
、
平
1
）
に
拠
っ
た
。


