
通
俗
小
説
の
偶
然
性

│
│
横
光
利
一
「
純
粋
小
説
論
」
の
偶
然
概
念
を
め
ぐ
っ
て
│
│

真

銅

正

宏

一
、「
純
粋
小
説
論
」
の
主
張
と
そ
の
反
響

横
光
利
一
が
「
純
粋
小
説
論
」（
昭
和
一
〇
年
四
月
、『
改
造
』
に
お
い
て
、
純
文
学
や
通
俗
小
説
と
い
う
概
念
と
、
偶
然
と
い
う
要
素

と
を
関
連
付
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

い
つ
た
い
純
文
学
と
通
俗
小
説
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
考
へ
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
意
見
は
二
つ

マ

マ

で
あ
る
。
純
文
学
と
は
遇
然
を
廃
す
る
こ
と
、
今
一
つ
は
、
純
文
学
と
は
通
俗
小
説
の
や
う
に
感
傷
性
の
な
い
こ
と
、
と
こ
れ
以
外

に
私
は
ま
だ
見
て
ゐ
な
い
。

他
に
も
、
こ
の
論
に
は
、「
通
俗
小
説
の
概
念
の
根
柢
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
遇
然
（
一
時
性
）」
や
「
通
俗
小
説
の
二
大
要
素
で
あ
る
遇

然
と
感
傷
性
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
通
俗
小
説
と
は
、
や
や
不
正
確
な
が
ら
単
純
化
す
れ
ば
、
偶
然
性
と
感
傷

性
を
伴
う
も
の
、
と
す
る
図
式
が
、
こ
こ
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
来
る
べ
き
純
粋
小
説
は
も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
純
文
学
に
お
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い
て
も
、
偶
然
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
純
粋
小
説
論
」
と
は
、
横
光
の
偶
然
文
学
論
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
論
は
、
当
時
の
文
学
界
に
お
い
て
、
議
論
の
一
つ
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
。
特
に
偶
然
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
反
響
喧
し
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
翌
月
つ
ま
り
昭
和
一
〇
年
五
月
の
『
三
田
文
学
』
は
早
速
小
特
集
を
組
み
、
次
の
よ
う
な
論
を
並
べ
た
�
。

先
ず
尾
崎
士
郎
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（「
純
粋
小
説
論
に
つ
い
て
」）。

私
は
「
純
粋
小
説
論
」
に
つ
い
て
感
ず
る
も
つ
と
も
大
き
い
不
安
は
純
文
学
が
ひ
と
た
び
放
棄
し
た
偶
然
性
、
一
時
性
の
中
に
再
び

逆
戻
り
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。（
略
）
純
文
学
か
ら
大
衆
文
学
、
通
俗
小
説
に
腰
を
う
つ
し
か
へ
た
作
家

た
ち
が
い
か
に
当
時
、
絶
望
し
苦
悶
し
、（
現
在
も
さ
う
で
あ
ら
う
）
そ
の
揚
句
が
自
意
識
を
す
り
へ
ら
し
、
自
ら
貞
操
を
蹂
躙
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
大
衆
雑
誌
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
奉
仕
し
や
う
と
し
た
か
と
い
ふ
こ
と
は
想
像
に
あ
ま
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ

が
偶
然
の
成
果
と
な
つ
た
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
か
。（
略
）
通
俗
小
説
の
偶
然
性
は
偶
然
に
た
よ
ら
う
と
す
る
動
機
か
ら

産
れ
る
も
の
で
あ
り
、
純
文
学
の
偶
然
性
は
必
然
を
破
ら
う
と
す
る
意
慾
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
偶
然
が
到
底
結
び
つ
く
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
理
で
は
な
い
か
。

こ
れ
は
、
か
な
り
本
質
的
な
反
論
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
「
純
粋
小
説
論
」
に
お
い
て
、
旧
来
の
通
俗
小
説
の
偶
然
性
と
、
純
粋
小
説

に
あ
る
べ
き
偶
然
性
と
が
、
あ
ま
り
に
無
原
則
に
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
或
る
箇
所
で
は
、
偶
然
は
従
来
の
通
俗
小
説

の
属
性
と
し
て
や
や
否
定
的
に
語
ら
れ
、
別
の
箇
所
で
は
、
純
粋
小
説
に
お
い
て
復
権
さ
れ
る
べ
き
物
語
の
属
性
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
よ

う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
通
俗
小
説
に
腰
を
う
つ
し
か
へ
た
作
家
た
ち
」
の
、「
大
衆
雑
誌
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
へ
の
奉

仕
に
や
や
寛
容
す
ぎ
る
嫌
い
も
な
く
は
な
い
。
尾
崎
も
ま
た
、
実
際
に
小
説
中
に
お
け
る
偶
然
を
ど
う
描
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
い
に

う
ま
く
答
え
て
は
い
な
い
。

通
俗
小
説
の
偶
然
性
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井
汲
清
治
は
、
従
来
の
通
俗
小
説
と
現
代
の
通
俗
小
説
を
区
別
し
て
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（「
通
俗
小
説
と
純
粋
小

説
」）。我

々
が
大
衆
文
芸
と
か
、
通
俗
小
説
と
か
普
通
に
呼
ん
で
ゐ
る
作
品
の
世
界
で
は
、
か
ゝ
る
常
軌
を
は
づ
れ
た
行
為
が
発
揮
さ
れ
て

ゐ
る
。
こ
れ
を
呼
ん
で
横
光
利
一
は
偶
然
性
と
な
し
、
純
文
学
と
通
俗
小
説
と
を
区
別
す
る
目
安
に
し
て
ゐ
る
の
だ
。
我
々
が
大
衆

小
説
と
呼
ん
で
ゐ
る
作
品
の
人
物
は
、
仏
蘭
西
中
世
の
ロ
マ
ン
・
ダ
�
ア
ン
チ
ユ
ウ
ル
に
於
け
る
が
如
く
、
い
づ
れ
も
英
雄
で
寄
ら

ば
切
る
の
で
、
我
々
の
常
軌
を
以
つ
て
は
律
し
ら
れ
な
い
行
為
も
或
る
程
度
ま
で
は
許
さ
れ
る
と
思
は
れ
る
。
と
こ
ろ
で
通
俗
小
説

と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
作
品
で
は
、
作
中
人
物
は
英
雄
時
代
に
居
な
い
で
、
現
代
の
平
凡
時
代
に
住
居
し
て
ゐ
る
。

す
わ
な
ち
、
歴
史
上
の
概
念
と
し
て
の
通
俗
小
説
と
、
現
代
の
通
俗
小
説
と
が
、
主
人
公
の
設
定
と
い
う
小
説
作
法
上
の
大
き
な
点
で

（
マ
マ
）

そ
も
そ
も
違
っ
て
い
る
の
で
、「
佳
人
の
倚
偶
」
式
の
偶
然
と
現
代
と
で
は
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
偶
然
と
い
う
概
念
も
異
な
る
た
め

に
、
論
旨
が
や
や
混
乱
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

一
方
、
平
松
幹
夫
は
、「「
純
粋
小
説
論
」
と
通
俗
性
及
び
自
意
識
の
問
題
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

純
文
学
が
日
記
文
学
の
延
長
と
し
て
感
動
の
根
源
を
な
す
偶
然
性
を
排
除
し
、
或
ひ
は
、
努
め
て
回
避
し
て
、
平
板
な
日
常
性
の

羅
列
を
以
つ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
本
道
と
錯
覚
し
た
謬
見
に
就
い
て
は
、
氏
の
指
摘
す
る
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
こ
の
こ
と
が
、

物
語
を
構
成
す
る
小
説
本
来
の
本
格
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
発
展
を
遅
ら
せ
て
し
ま
つ
た
こ
と
も
事
実
だ
。
だ
が
、
偶
然
が
最
も
生
活
に

感
動
を
与
へ
る
と
い
ふ
ベ
ル
グ
ソ
ン
流
の
解
釈
は
、
そ
の
ま
ゝ
鵜
呑
み
に
小
説
の
世
界
に
導
入
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
。（
略
）

通
俗
小
説
の
創
造
性
な
る
も
の
は
、
常
に
正
当
な
現
実
認
識
を
被
ふ
ベ
ヱ
ー
ル
の
創
造
で
あ
る
。
現
実
飛
躍
を
喜
ぶ
人
間
心
理
の
浮

游
性
を
利
用
し
、
と
ん
ぼ
返
り
を
打
つ
て
み
せ
る
曲
芸
的
詐
術
に
す
ぎ
な
い
。（
略
）
だ
か
ら
、
偶
然
性
を
求
む
る
立
場
は
、
氏
の

―９７―
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云
ふ
や
う
に
通
俗
小
説
の
側
に
得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
純
文
学
の
側
の
現
実
拡
充
の
不
足
を
追
究
す
る
と
こ
ろ
か
ら
新

た
な
領
域
を
開
拓
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

つ
ま
り
、
通
俗
小
説
で
は
な
く
、
純
文
学
の
う
ち
に
こ
そ
、
偶
然
性
は
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
一
応
の
解
決
法
を
示
す
論

で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
平
松
も
指
摘
す
る
と
お
り
、「
純
粋
小
説
論
」
に
お
い
て
横
光
が
既
に
語
っ
て
い
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

い
つ
た
い
純
粋
小
説
に
於
け
る
遇
然
（
一
時
性
も
し
く
は
特
種
性
）
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
小
説
の
構
造
の
大
部
分
で
あ
る
と
こ
ろ

の
、
日
常
性
（
必
然
性
も
し
く
は
普
遍
性
）
の
集
中
か
ら
、
当
然
起
つ
て
来
る
あ
る
特
種
な
運
動
の
奇
形
部
で
あ
る
か
、
あ
る
ひ

は
、
そ
の
遇
然
の
起
る
可
能
が
、
そ
の
遇
然
の
起
つ
た
が
た
め
に
、
一
層
そ
れ
ま
で
の
日
常
性
を
強
度
に
す
る
か
ど
ち
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
中
の
一
つ
を
脱
れ
て
遇
然
が
作
中
に
現
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
現
れ
た
遇
然
は
た
ち
ま
ち
感
傷
に
変
化
し
て
し
ま

ふ
。
こ
の
た
め
、
遇
然
の
持
つ
リ
ア
リ
テ
イ
と
い
ふ
も
の
ほ
ど
、
表
現
す
る
に
困
難
な
も
の
は
な
い
。
し
か
も
、
日
常
生
活
に
於
け

る
感
動
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
の
遇
然
に
一
番
多
く
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
偶
然
の
問
題
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
問
題
と
い
う
、
い
わ
ば
相
矛
盾
す
る
よ
う
な
問
題
圏
と
い
か
に
手
を
結
ぶ
か
の
議
論
へ

と
敷
衍
さ
れ
る
。
日
常
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
偶
然
と
い
う
要
素
は
、
小
説
に
描
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
作
者
の
手
に
な
る
が
故
に
本
来
的

に
必
然
的
な
小
説
と
い
う
手
段
で
は
、
表
現
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
偶
然
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
新
た
な
る
範
疇
が
設
定
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
同
年
同
月
（
昭
和
一
〇
年
五
月
）
の
『
文
芸
通
信
』
も
ま
た
、「
純
粋
小
説
と
は
何
か
？
」
と
題
し
た
小
特
集
を
組
ん
だ
。
こ

ち
ら
に
は
、
中
島
健
蔵
「
解
説
的
に
？
」、
古
谷
綱
武
「
横
光
氏
の
「
純
粋
小
説
論
」」、
庄
野
誠
一
「
純
粋
小
説
論
そ
の
他
」、
大
岡
昇
平

通
俗
小
説
の
偶
然
性
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「
ジ
ツ
ド
と
横
光
利
一
」
の
四
篇
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
古
谷
の
論
に
は
、
偶
然
に
関
し
て
、
横
光
の
論
を
承
け
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
純
粋
小
説
に
お
け
る
偶
然
と
は
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
生
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
打
算
で
は
な
く
主
観
的

な
爆
発
で
あ
る
。
偶
然
に
は
、
そ
の
小
説
を
書
い
た
作
家
の
倫
理
が
か
か
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
偶
然
に
よ
つ
て
小
説
を
発
展
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
小
説
の
発
展
が
偶
然
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
純
粋
小
説
と
は
、
も
つ
と
も
小
説
ら
し
き
小
説
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ

は
構
成
さ
れ
た
小
説
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
創
造
的
小
説
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
俗
小
説
が
、
か
か
る
純
粋
小
説
の
一
亜
流
で
あ

る
の
は
、
そ
の
内
面
的
探
索
を
捨
て
ゝ
、
外
形
的
形
式
的
に
、
純
粋
小
説
を
も
つ
と
も
巧
妙
に
模
倣
し
た
小
説
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

だ
。（
略
）
そ
の
た
め
に
通
俗
小
説
が
も
つ
て
ゐ
る
偶
然
は
、
物
語
構
成
上
の
必
要
か
ら
、
全
然
、
都
合
的
に
便
宜
的
に
利
用
さ
れ

た
小
説
的
方
法
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
作
家
自
身
の
心
理
的
な
主
観
的
な
必
然
的
要
求
が
偶
然
に
リ
ア
リ
テ
イ
を
与
へ
て
ゐ
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
は
作
家
的
職
工
の
読
者
へ
の
媚
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
純
文
学
を
純
粋
小
説
に
ま
で
高
揚
さ
せ
る
た
め
に
、

真
に
小
説
的
創
造
性
を
生
き
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
創
造
の
な
か
か
ら
、
作
家
自
身
の
主
観
的
な
倫
理
が
偶
然
を
生
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
も
、
偶
然
を
、
従
来
の
通
俗
小
説
の
そ
れ
か
ら
弁
別
す
る
こ
と
を
望
む
姿
勢
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
庄
野
は
、「
通
俗
性
を
、
個
人
の
心
理
内
の
偶
然
性
に
お
い
た
こ
と
は
、
非
常
に
面
白
く
、
有
益
で
あ
つ
た
」
と
述
べ
、
そ
れ

が
、「
直
観
」
に
よ
る
自
己
分
析
と
、
自
意
識
の
小
説
化
に
繋
が
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
以
上
深
く
は
論
及
し
て
い
な

い
の
で
、
そ
の
結
論
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。

大
岡
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

―９９―
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横
光
氏
は
小
説
の
純
化
を
求
め
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
偶
然
の
リ
ア
リ
テ
イ
を
表
現
し
た
い
と
い
ふ
作
者
の
情
熱
で
も
つ

て
、
純
文
学
の
悪
リ
ア
リ
ズ
ム
や
芸
術
文
学
が
小
説
か
ら
除
い
て
し
ま
つ
た
、
小
説
の
物
語
の
機
能
を
呼
戻
さ
う
と
し
て
ゐ
る
の

だ
。「
小
説
に
還
れ
」
が
氏
の
念
願
だ
。

や
が
て
こ
の
論
文
の
終
り
に
近
く
読
者
は
こ
の
偶
然
の
リ
ア
リ
テ
イ
が
自
意
識
の
不
安
に
囚
は
れ
た
現
代
人
を
表
現
す
る
に
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

こ
こ
に
も
、
偶
然
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
、
自
意
識
の
問
題
が
結
び
付
け
ら
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
自
意
識
の
問
題
と
の
接
近
に
、
横
光
の
偶
然
概
念
の
特
殊
性
は
見
て
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

翌
々
月
の
六
月
に
は
、『
作
品
』
に
、「「
純
粋
小
説
」
を
語
る
」
と
い
う
座
談
会
の
筆
記
録
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
参
加
し
た
の
は
、

豊
島
与
志
雄
、
三
木
清
、
谷
川
徹
三
、
横
光
利
一
、
川
端
康
成
、
深
田
久
弥
、
河
上
徹
太
郎
、
中
島
健
蔵
、
中
山
義
秀
、
小
野
松
二
と
い

う
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。
横
光
自
身
が
参
加
し
、
弁
明
に
当
た
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
こ
こ
で
横
光
は
先
ず
、「
つ
ま
り
僕
と
し
ち
や

あ
表
現
の
問
題
な
ん
で
す
が
ね
、
ま
あ
言
ひ
た
い
と
思
ふ
と
こ
ろ
は
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
偶
然
が
ど
の
よ

う
な
概
念
か
、
と
い
う
こ
と
よ
り
、
そ
の
偶
然
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
先
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

小
説
作
者
と
し
て
の
問
題
の
立
て
方
の
順
序
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
評
者
た
ち
は
、
先
ず
偶
然
概
念
を
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う

と
す
る
。
こ
こ
に
、
横
光
の
論
と
の
最
大
の
齟
齬
の
要
因
が
見
ら
れ
る
。
逆
に
云
え
ば
、
評
者
た
ち
の
方
が
、
横
光
よ
り
も
理
論
的
に
す

っ
き
り
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
対
談
に
お
け
る
三
木
清
と
中
島
健
蔵
の
や
り
取
り
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

三
木
（
略
）
芸
術
の
場
合
、
フ
オ
ル
ム
は
非
常
に
純
粋
で
数
学
的
な
必
然
性
を
持
つ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
思
考
す
る
場
合
、
論
理
と

い
ふ
や
う
な
も
の
が
あ
る
の
と
同
じ
だ
ら
う
。
何
か
書
き
始
め
る
と
さ
う
い
ふ
も
の
が
働
い
て
来
る
。
然
し
同
時
に
そ
れ
を
否
定
す

通
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る
も
の
が
い
つ
も
働
い
て
ゐ
る
と
き
、
そ
こ
に
始
め
て
芸
術
が
生
き
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

中
島

本
質
的
な
偶
然
と
い
ふ
も
の
は
さ
う
い
ふ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
議
論
の
方
が
、
偶
然
概
念
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
は
わ
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
横
光
は
こ
の
よ
う
な
定
義
づ
け
を

そ
の
ま
ま
は
受
け
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
先
の
、「
表
現
」
の
問
題
が
関
係
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
自
意
識
な
る

も
の
を
如
何
に
表
現
す
る
か
と
い
う
課
題
と
の
連
絡
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
月
の
『
文
学
界
』
に
は
、
中
村
光
夫
の
「
純
粋
小
説
論
に
つ
い
て
│
│
文
芸
時
評
│
│
」
と
い
う
長
大
な
文
芸
時
評
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
中
村
は
、
こ
の
論
の
混
乱
自
身
が
、
問
題
の
困
難
さ
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と
い
う
、
実
に
穿
っ
た
見
方
を
展
開
し
て
い
る
。

一
読
し
た
と
こ
ろ
で
は
氏
の
論
旨
は
模
糊
と
し
て
把
み
が
た
い
感
を
さ
へ
抱
か
せ
る
。

文
中
に
た
え
ま
な
く
生
起
す
る
複
雑
な
問
題
に
氏
は
い
さ
ゝ
か
も
解
決
を
与
へ
て
ゐ
な
い
。

そ
れ
ら
の
問
題
を
氏
は
む
し
ろ
意
識
し
て
提
出
す
る
の
み
に
止
め
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
作
品
と
い
ふ
問
題
解
決
に
関
す
る
実
践
の
場
所
を
も
つ
作
家
と
し
て
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
ら
う
。（
略
）

純
粋
小
説
論
の
混
乱
は
現
代
文
学
の
錯
乱
を
忠
実
に
辿
つ
た
実
践
的
作
家
の
混
乱
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
で
は
、
こ
の
中
村
の
論
も
ま
た
、
解
決
を
与
え
な
い
「
純
粋
小
説
論
」
を
な
ぞ
る
結
果
と
な
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。「
純
粋

小
説
論
」
に
書
か
れ
た
偶
然
に
は
、
確
か
に
あ
る
実
体
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
、
偶
然
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
表
現

す
る
と
い
う
課
題
の
鍵
と
し
て
、
表
現
の
側
か
ら
逆
照
射
さ
れ
る
偶
然
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
小
説
に
先
行
す
る
机
上
の
理
論
で

は
な
い
。
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二
、「
純
粋
小
説
」
概
念
の
モ
デ
ル

こ
こ
で
「
純
粋
小
説
論
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
振
り
返
る
に
、
奇
妙
な
現
象
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な
作
品
の
例
示
が
、
横
光
自

身
の
「
純
粋
小
説
論
」
を
は
じ
め
、
基
本
的
に
は
西
洋
の
作
品
に
限
ら
れ
、
日
本
の
文
学
作
品
に
は
、
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
横
光
の
考
え
る
純
粋
小
説
が
、
未
だ
日
本
に
本
格
的
に
実
現
し
て
い
な
い
と
い
う
論

旨
か
ら
、
当
然
の
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
果
し
て
横
光
は
、
日
本
の
そ
れ
ま
で
の
作
品
を
全
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。川

端
康
成
に
「
散
り
ぬ
る
を
」（
昭
和
八
年
一
一
月
、『
改
造
』）
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
作
品
は
、
小
説
家
で
あ
る
「
私
」
が
、
そ
の

当
時
よ
く
知
っ
て
い
た
、
瀧
子
と
蔦
子
と
い
う
二
人
の
若
い
女
性
が
、
五
年
前
に
、
山
邊
三
郎
と
い
う
知
り
合
い
の
男
に
殺
さ
れ
た
事
件

の
公
判
の
流
れ
を
回
想
す
る
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
山
邊
は
無
期
懲
役
を
宣
告
さ
れ
た
が
、
一
昨
年
に
既
に
獄
死
し
て
い
る
。
こ

の
山
邊
の
犯
行
の
動
機
を
探
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
品
の
展
開
の
中
心
は
、
公
判
の
反
復
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
や
や
推
理
小
説
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
殺
人
事
件
と
そ
の
公
判

と
い
う
題
材
は
、
一
般
に
、
日
本
の
近
代
文
学
史
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
通
俗
小
説
側
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
こ
の
小
説
の
語
り
手
は
、
小
説
家
で
あ
る
「
私
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
近
代
文
学
史
に
お
け
る
、
典
型
的
な
私
小
説
の

形
式
を
踏
ま
え
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
私
」
に
は
、
意
識
の
流
れ
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
描
写
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う

な
箇
所
が
そ
う
で
あ
る
。

通
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山
邊
三
郎
の
殺
人
行
為
に
、
心
神
耗
弱
と
い
ふ
言
葉
を
あ
て
は
め
て
、
な
に
か
そ
こ
に
あ
る
は
ず
の
必
然
を
ご
ま
か
す
と
す
る

と
、
殺
さ
れ
た
娘
達
の
側
に
は
、
睡
眠
と
い
ふ
も
の
に
い
い
役
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
私
は
、
も
の
ご
と
を
考
へ
る
の
に
、
な
る
べ
く
そ
の
心
髄
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
を
、
廻
り
道
し
て
、
ぶ
ら
ぶ
ら
散
歩
し
な
が

ら
、
目
的
物
か
ら
の
匂
ひ
が
ほ
の
か
な
程
度
の
連
想
を
遊
ぶ
た
め
に
、
先
づ
書
斎
に
あ
る
限
り
の
医
学
書
と
心
理
学
書
を
ひ
つ
ぱ
り

出
し
て
、
睡
眠
と
は
な
ん
ぞ
や
を
読
み
出
し
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
、
そ
れ
ら
は
悉
く
二
人
の
娘
の
死
の
解
答
で
あ
る
や
う
に
思

は
れ
て
な
ら
な
か
つ
た
。
や
が
て
、
百
科
辞
書
を
開
い
て
み
て
、「
睡
眠
火
山
」
と
か
、「
睡
眠
口
座
」
と
か
い
ふ
言
葉
を
拾
つ
た
。

（
略
）ま

た
、「
睡
眠
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
心
所
の
一
種
を
現
す
、
梵
語
の
訳
で
あ
る
こ
と
も
、
は
じ
め
て
知
つ
た
。（
略
）

か
う
な
れ
ば
私
は
も
う
、
世
親
の
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
」
の
「
第
五
随
眠
品
」
を
読
ん
だ
方
が
い
い
の
で
、
大
蔵
経
の
索
引
を
さ

が
し
は
じ
め
た
が
、
そ
れ
で
仏
法
の
無
我
の
教
へ
に
魅
入
ら
れ
て
、
縹
渺
と
遥
か
な
彼
方
へ
遊
び
出
し
た
な
ら
、
瀧
子
と
蔦
子
と
の

死
は
い
つ
た
い
ど
う
な
る
と
、
ま
た
す
ご
す
ご
訴
訟
記
録
へ
帰
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
全
く
こ
ん
な
も
の
を
写
し
取
つ
て
お
き
さ
へ

し
な
け
れ
ば
、
彼
女
等
も
私
の
遥
か
な
夢
想
の
姿
な
い
道
づ
れ
と
な
る
こ
と
が
、
た
や
す
か
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。

こ
の
と
お
り
、
小
説
家
で
あ
る
「
私
」
は
、
事
件
に
つ
い
て
、
自
ら
の
こ
の
よ
う
な
分
析
思
考
の
跡
を
も
、
書
き
付
け
て
い
る
の
で
あ

る
。し

た
が
っ
て
こ
の
小
説
は
、
い
わ
ば
通
俗
小
説
的
な
側
面
と
、
私
小
説
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
純
文
学
の
側
の
側
面
を
併
せ
持
つ
小
説

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
純
粋
小
説
論
」
の
な
か
の
「
純
粋
小
説
」
の
仮
の
定
義
で
あ
る
、「
純
文
学
に
し
て
通
俗
小

説
」
を
、
こ
の
小
説
に
準
え
た
い
欲
望
に
か
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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中
村
光
夫
は
、
先
に
も
掲
げ
た
「
純
粋
小
説
論
に
つ
い
て
│
│
文
芸
時
評
│
│
」
に
お
い
て
、「
小
説
制
作
の
意
図
と
作
家
の
肉
体
的

感
受
性
の
総
和
の
過
不
足
な
い
一
致
を
示
し
た
作
品
を
純
粋
小
説
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
今
日
も
つ
と
も
そ
れ
に
近
い
小
説
の
作
家
は
お
そ
ら

く
川
端
康
成
氏
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
中
村
も
付
け
加
え
る
と
お
り
、「
横
光
氏
の
い
ふ
「
純
粋
小
説
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
そ
の
何
れ
で
も
な
い
」。

た
だ
し
、
横
光
が
周
囲
の
作
家
の
中
で
最
も
信
頼
を
お
い
て
い
た
作
家
の
一
人
が
川
端
で
あ
る
こ
と
に
も
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ

も
先
に
掲
げ
た
座
談
会
の
筆
記
「「
純
粋
小
説
」
を
語
る
」
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
見
ら
れ
る
。

三
木

虚
無
は
私
を
動
か
し
て
居
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
別
に
客
観
的
に
あ
る
も
の
で
な
く
、
私
で
あ
り
な
が
ら
私
と
し
て
決
め

ら
れ
な
い
、
ま
だ
決
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
も
の
で
す
。
私
と
し
て
決
つ
て
し
ま
へ
ば
既
に
虚
無
で
は
な
く
な
り
、
む
し
ろ
私
は
さ
う
い

ふ
も
の
に
決
め
ら
れ
て
来
る
。
私
の
行
為
と
し
て
決
め
ら
れ
て
来
る
場
合
の
自
由
が
虚
無
で
、
そ
こ
に
つ
ま
り
創
造
と
い
ふ
や
う
な

も
の
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

横
光

川
端
の
末
期
の
眼
は
さ
う
か
、
末
期
の
眼
は
。

川
端

う
ん
、
末
期
の
眼
か
、
ま
あ
そ
れ
に
近
い
な
。

こ
の
部
分
は
、
偶
然
性
と
虚
無
、
お
よ
び
創
造
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
私
の
自
意
識
と
偶
然
性
と
が
ど
の
よ
う
に
関

わ
る
の
か
を
三
木
清
が
説
明
し
た
興
味
深
い
箇
所
で
あ
る
が
�
、
そ
こ
に
、
一
見
唐
突
に
見
え
る
「
末
期
の
眼
」
を
も
っ
て
く
る
横
光
の

思
考
の
回
路
に
は
、
川
端
の
小
説
の
自
ら
の
理
論
と
の
近
接
性
へ
の
信
頼
感
の
裏
打
ち
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

因
み
に
、「
散
り
ぬ
る
を
」
の
末
尾
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

色
恋
沙
汰
の
殺
人
で
は
な
か
つ
た
。
親
戚
づ
き
あ
ひ
の
近
し
さ
で
も
な
か
つ
た
。
し
か
も
ほ
ん
の
じ
や
う
だ
ん
の
果
て
に
、
絞
め

通
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の
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殺
さ
れ
て
、
息
が
切
れ
る
ま
で
も
、
娘
達
は
山
邊
三
郎
を
憎
ん
だ
風
が
な
い
。
裏
切
ら
な
か
つ
た
。
親
し
み
を
失
は
ず
、
信
じ
き
つ

て
ゐ
た
か
の
や
う
だ
。
殺
さ
れ
る
と
は
知
ら
な
か
つ
た
。
た
は
む
れ
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
。

し
か
し
私
は
必
ず
し
も
こ
れ
を
山
邊
三
郎
の
虚
妄
と
の
み
考
へ
る
の
で
は
な
い
。
殺
人
者
の
美
し
い
真
実
と
も
見
る
の
だ
け
れ
ど

も
そ
こ
に
第
三
者
の
意
地
悪
い
目
を
迎
へ
る
な
ら
ば
、
第
三
者
が
た
と
へ
天
で
あ
ら
う
と
も
、
私
は
自
分
が
嘲
ら
れ
て
る
と
、
そ
の

目
に
向
つ
て
│
│
。

こ
の
よ
う
に
、
や
や
難
解
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
、
娘
達
の
山
邊
三
郎
へ
の
視
線
、
お
よ
び
、
山
邊
自
身
の
殺
人
者
と
し
て
の

視
線
、
そ
し
て
第
三
者
の
視
線
、
さ
ら
に
は
「
私
」
の
視
線
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
層
の
視
線
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
の
い
ず
れ
か
が
、「
末
期
の
眼
」
に
繋
が
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。

し
か
も
、「
散
り
ぬ
る
を
」
に
は
、
小
説
と
い
う
形
式
と
の
関
係
の
も
と
、
偶
然
と
必
然
の
問
題
、
お
よ
び
感
傷
性
が
、
極
め
て
明
確

な
形
で
取
り
込
ま
れ
て
い
た
。
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

狂
気
の
犯
罪
は
正
気
の
犯
罪
よ
り
も
遥
か
に
悪
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
方
の
方
が
、
曇
ら
ぬ
眼
で
あ
る
。
こ
ん
な
気
持
が
、
当
時
の

私
に
は
強
か
つ
た
。
勿
論
、
狂
気
と
正
気
と
の
け
ぢ
め
は
明
ら
か
で
な
い
と
い
ふ
意
見
を
押
し
進
め
る
と
、
狂
気
も
な
け
れ
ば
正
気

も
な
い
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
落
ち
つ
く
。
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
ご
と
は
、
こ
と
ご
と
く
必
然
で
あ
つ
て
、
ま
た
こ
と
ご
と
く
偶
然

で
あ
る
と
い
ふ
の
と
似
て
ゐ
る
。
結
局
、
必
然
と
偶
然
と
は
同
じ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
、
こ
の
問
題
は
か
た
が
つ
か
な

い
。
し
か
し
そ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
考
へ
て
ゐ
て
は
、
裁
判
な
ど
出
来
る
も
の
で
あ
る
ま
い
か
ら
、
山
邊
三
郎
が
無
期
懲
役
に
な
つ
た

つ
て
、
私
は
異
論
を
と
な
へ
よ
う
と
は
思
は
な
い
。
裁
判
官
の
務
め
は
、
そ
こ
ら
あ
た
り
で
終
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
終
つ
た
と
こ
ろ
あ
た
り
か
ら
、
小
説
家
の
務
め
は
始
る
の
で
は
な
い
の
だ
ら
う
か
。
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「
う
ぬ
ぼ
れ
奴
。」

こ
い
つ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
作
品
は
強
い
素
面
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
文
学
の
意
味
あ

り
げ
な
こ
と
、
し
た
り
げ
な
こ
と
は
、
す
べ
て
感
傷
の
遊
び
か
も
し
れ
な
い
。
山
邊
三
郎
の
場
合
で
も
、
そ
の
殺
人
の
動
機
に
裁
判

官
は
多
少
精
神
異
常
的
な
偶
然
し
か
認
め
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
私
の
小
説
な
ら
ば
、
と
も
か
く
も
彼
の
心
理
を
、
理
由
の
な

い
殺
人
に
ま
で
追
い
込
ん
で
行
く
こ
と
も
、
さ
ま
で
困
難
な
わ
ざ
で
は
な
い
だ
ら
う
。

こ
こ
に
は
と
り
あ
え
ず
、
小
説
と
公
判
記
録
と
の
対
比
の
な
か
で
、
小
説
の
方
に
、
感
傷
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
も
そ

も
公
判
が
、
あ
る
殺
人
を
し
て
必
然
の
結
果
と
し
て
認
定
し
よ
う
と
す
る
営
為
で
あ
る
こ
と
と
の
比
較
か
ら
も
、
小
説
の
方
が
、
偶
然
性

を
扱
い
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
純
粋
小
説
論
」
の
具
体
的
な
例
示
を
見
て
取
る
こ
と
は
た
や
す
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
「
散
り
ぬ
る
を
」
の
記
述
は
こ
の
対
比
に
止
ま
っ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
や
が
て
予
審
調
書
な
ど
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う

に
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
や
う
な
、
鑑
定
人
と
の
問
答
が
ま
こ
と
だ
と
す
る
と
、
警
察
や
、
検
事
局
や
、
予
審
訊
問
や
、
公
判
廷
で
の
自
白
、
つ
ま
り
殺

人
の
光
景
の
詳
細
明
瞭
な
陳
述
は
、
山
邊
三
郎
の
小
説
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
分
る
。
し
か
も
再
三
、（
略
）
鑑
定
人
に
告
白
し
て

ゐ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
の
小
説
に
は
伏
兵
の
ゐ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
警
察
官
や
裁
判
官
も
、
こ
の
小
説
の
作
者
な
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
に
到
る
の
は
、
殺
人
の
場
の
真
相
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
山
邊
三
郎
自
身
に
も
十
全
に
わ
か
る
も
の
で
は
な
く
、
目

撃
者
も
い
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
誰
に
も
不
明
の
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
で
再
現
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
後
か
ら
構
築
さ
れ
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た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
事
件
の
記
録
の
客
観
性
の
問
題
を
突
き
つ
め
れ
ば
、
そ
こ
に
は
創
作

の
跡
が
否
応
な
く
滑
り
込
む
。
こ
こ
を
取
り
上
げ
て
、
小
説
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
い
か
に
忠
実
に
現
実
社
会
を
再

現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
文
章
な
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
現
実
社
会
そ
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
主

張
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
小
説
の
世
界
に
限
っ
て
云
う
な
ら
ば
、
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
虚
妄
を
暴
く
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
現
実
世
界
そ
の
も
の
は
再
現
不
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
来
誰
に
も
十
全
に
は
把
捉
で
き
な
い
。
そ
れ
を
偶
然
で
し
か

な
い
と
仮
に
呼
ぶ
な
ら
ば
、
小
説
に
限
ら
ず
、
書
か
れ
た
も
の
は
す
べ
て
偶
然
の
産
物
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
、
裁
判
に
お
け
る
記
録

な
ど
は
、
殊
更
に
必
然
の
も
の
と
し
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
殺
人
事
件
は
い
く
ら
偶
発
的
に
衝
動
的
に
起
っ
た
も
の

で
も
、
裁
判
に
お
い
て
は
必
然
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
矛
盾
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
小
説
が
裁
判
を
扱
っ
た
の
は
、
こ

の
よ
う
な
偶
然
と
必
然
と
の
関
係
を
記
述
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
小
説
は
こ
の
よ
う
な
公
判
記
録
と
は
異
な
り
、
あ

く
ま
で
虚
構
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
偶
然
を
で
き
る
限
り
偶
然
の
ま
ま
で
記
述
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
ま
で
、
聞
こ
う
と
思
え
ば
聞
え

て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
主
張
こ
そ
は
、
一
年
五
ヶ
月
後
、「
純
粋
小
説
論
」
に
よ
っ
て
横
光
が
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
偶
然
必
然
概
念
と
感
傷
と
の
関
わ
り

小
説
に
於
け
る
偶
然
と
必
然
の
概
念
は
、「
散
り
ぬ
る
を
」
の
な
か
で
、
さ
ら
に
感
傷
と
い
う
言
葉
で
、
説
明
し
直
さ
れ
て
い
る
。
裁

判
当
時
を
振
り
返
っ
て
の
「
私
」
の
自
問
自
答
の
部
分
で
あ
る
。
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「
山
邊
三
郎
の
自
白
だ
つ
て
、
お
な
じ
こ
と
だ
よ
。
殺
人
の
場
の
真
相
は
も
う
こ
の
世
に
残
つ
て
や
し
な
い
。
娘
達
の
肉
体
の
や

う
に
、
い
つ
た
い
そ
い
つ
は
ど
こ
へ
消
え
て
行
つ
て
し
ま
つ
た
ん
だ
ら
う
ね
。
い
や
、
当
の
本
人
の
山
邊
三
郎
が
あ
い
ま
い
で
分
ら

な
か
つ
た
ん
だ
か
ら
、
そ
ん
な
も
の
は
最
初
か
ら
こ
の
世
に
な
か
つ
た
の
か
も
し
れ
ん
ね
。
軽
度
の
精
神
変
質
徴
候
を
持
つ
、
人
格

異
常
者
が
意
識
喪
失
と
ま
で
は
行
か
な
い
が
、
朦
朧
状
態
の
間
に
行
つ
た
殺
人
と
、
鑑
定
人
は
結
論
し
て
ゐ
る
が
、
な
ん
か
ぽ
か
ん

と
、
う
つ
ろ
な
世
界
の
出
来
事
だ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。」

「
そ
ろ
そ
ろ
小
説
家
の
感
傷
の
戯
れ
が
は
じ
ま
つ
た
ね
。」

「
被
告
だ
つ
て
、
小
説
を
し
や
べ
ら
さ
れ
た
ん
だ
が
、
警
察
官
に
お
前
は
か
う
し
た
と
云
は
れ
る
と
、
さ
う
の
や
う
な
気
が
す

る
。
さ
う
で
な
い
と
否
定
が
出
来
な
い
、
そ
の
う
ち
に
さ
う
だ
と
い
ふ
（
頭
が
出
来
て
し
ま
ふ
）
と
云
つ
て
ゐ
る
の
は
、
調
書
の
な

か
で
、
一
番
確
か
な
ほ
ん
た
う
だ
ら
う
。」

こ
の
と
お
り
、
小
説
家
の
感
傷
は
、
鑑
定
人
の
必
然
的
な
結
論
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
後
に
、
次
の
よ
う
に
も
述

べ
て
い
る
。

「
よ
く
眠
つ
て
ゐ
た
も
の
だ
な
。」

そ
こ
で
私
は
、
偶
然
を
偶
然
と
し
て
描
い
て
、
読
者
に
必
然
の
思
ひ
を
さ
せ
る
の
が
、
こ
の
際
の
小
説
家
の
手
腕
で
あ
る
と
知
り

な
が
ら
、
や
は
り
な
に
か
必
然
を
道
案
内
人
に
立
て
た
く
て
し
か
た
な
い
の
は
、
私
が
や
く
ざ
な
小
説
家
だ
か
ら
で
あ
ら
う
か
。
殺

さ
れ
る
者
の
心
理
が
、
知
る
人
も
な
く
消
え
失
せ
た
と
す
れ
ば
、
私
は
た
だ
彼
女
等
に
つ
い
て
、
私
の
夢
を
織
れ
ば
い
い
の
で
あ
つ

て
、
反
つ
て
好
都
合
な
の
に
、

「
よ
く
眠
つ
て
ゐ
た
も
の
だ
な
。」
と
い
ふ
言
葉
さ
へ
、
素
直
に
信
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
所
詮
女
を
愛
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
ほ
ど

通
俗
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の
、
わ
が
身
の
因
果
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
小
説
は
、
公
判
の
流
れ
を
な
ぞ
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
裁
判
な
る
も
の
に
つ
き
も
の
の
、
有
罪
か
無
罪
か
、

ま
た
は
重
罪
か
軽
い
罪
か
と
い
う
二
極
の
間
で
の
揺
れ
動
き
が
、
作
品
の
重
奏
低
音
を
奏
で
続
け
て
い
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
こ
の
よ
う
な
揺
れ
が
、
作
中
の
「
私
」
と
い
う
小
説
家
の
思
考
上
の
、
偶
然
と
必
然
と
の
比
重
の
揺
れ
に
ち
ょ
う
ど
見
合
っ
て
い

る
。小

説
家
が
感
傷
に
身
を
委
ね
る
時
、
そ
れ
は
、
現
実
世
界
と
小
説
と
を
よ
く
も
悪
く
も
截
然
と
切
り
離
す
瞬
間
で
あ
る
。
そ
の
現
実
世

界
と
小
説
世
界
と
の
区
別
の
指
標
と
し
て
、
偶
然
と
必
然
の
取
り
扱
い
の
違
い
が
生
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を
す
る

こ
と
は
、
方
向
を
転
じ
て
見
れ
ば
、
小
説
家
が
あ
く
ま
で
現
実
と
い
う
参
照
枠
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
偶
然
と
必
然
と
の
問
題
は
、
通
俗
小
説
か
純
文
学
か
の
問
題
に
は
そ
の
ま
ま
移
行
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
と
は
小
説
の
本
質
論
に
向
か
い
、
む
し
ろ
小
説
か
現
実
か
の
対
比
項
を
持
ち
込
ま
な
い
限
り
、
解
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

註�

同
号
の
小
特
集
に
は
、
本
論
に
掲
げ
た
も
の
の
他
に
、
丸
岡
明
「
純
粋
小
説
論
に
つ
い
て
」
と
勝
本
清
一
郎
「
純
粋
小
説
と
は
？
」
が
含
ま
れ
て

い
る
。

�

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
寺
岡
峰
夫
の
「
純
粋
小
説
論
の
非
通
俗
性
」（
昭
和
一
〇
年
六
月
、『
早
稲
田
文
学
』）
の
次
の
説
明
が
わ
か
り
や
す
い
。

横
光
氏
は
人
々
の
内
面
を
支
配
す
る
自
意
識
を
表
現
す
る
た
め
に
小
説
に
於
け
る
四
人
称
の
問
題
を
発
案
し
「
も
う
こ
の
や
う
に
な
れ
ば
、
ど

ん
な
風
に
藻
掻
か
う
と
、
短
篇
で
は
作
家
は
た
ゞ
死
ぬ
ば
か
り
だ
。」
と
い
ひ
通
俗
長
篇
小
説
へ
の
関
心
を
持
ち
、
ま
た
一
方
自
意
識
の
動
き
方

の
非
常
に
�
々
偶
然
性
的
で
あ
る
（
実
は
分
裂
性
的
で
あ
る
）
事
実
か
ら
通
俗
小
説
の
偶
然
性
、
ま
た
そ
の
感
傷
性
を
備
へ
た
現
は
れ
方
に
興
味
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を
惹
き
起
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
て
純
文
学
に
し
て
通
俗
文
学
で
あ
る
純
粋
小
説
の
立
論
が
出
来
上
つ
た
訳
で
あ
る
が
、
感
傷
性
と
い
ひ

偶
然
性
と
い
ふ
の
も
、
近
代
人
の
厄
介
な
自
意
識
を
如
何
に
し
て
文
学
的
に
定
著
し
よ
う
か
と
い
ふ
野
心
か
ら
問
題
と
な
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
近
代
人
の
自
意
識
の
運
動
の
仕
方
は
偶
然
性
的
で
あ
り
、
そ
の
現
れ
方
は
、
一
見
世
人
の
妥
当
な
（
健
康
な
）
理
智
の
批
判
に
耐
へ
得

ぬ
や
う
な
、
感
傷
性
を
具
へ
た
現
は
れ
方
を
す
る
の
で
あ
る
。
自
意
識
こ
そ
一
見
通
俗
小
説
そ
の
も
の
で
あ
り
、
又
一
方
常
に
そ
れ
が
、
し
か
め

面
を
し
て
現
は
れ
て
来
る
点
に
於
い
て
は
純
文
学
そ
の
も
の
と
も
い
へ
よ
う
。

通
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