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｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ(

１)

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
成
立

杉

浦

静

０

は
じ
め
に

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

は
、『

校
本
宮
澤
賢
治
全
集』

第
10
巻

(

１
９
７
４
年
３
月)

の

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

校
異
に
お
い
て
、
は

じ
め
て

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

草
稿
の
中
に
埋
も
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
紹
介
さ
れ
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

の
先
駆
稿
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
全
集
に
お
い
て
本
文
化
あ
る
い
は
準
本
文
化
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
後
の
ゴ
ー
シ
ュ
関
連
論
考

に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る

(

１)

。｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
入
沢
康
夫
が

『

校
本
宮
沢
賢
治
全
集

資
料
第
四

(

原
色
複
製
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ)』

の

｢

解
説

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ

草
稿
全
三
十
二
葉｣

(

１

９
８
３
年
10
月
、
筑
摩
書
房)

に
お
い
て
、
そ
の
一
部
を
復
元
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
解
説
と
い
う
性
格
上
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
踏
み

込
む
こ
と
に
は
禁
欲
的
で
あ
っ
た
。
ゴ
ー
シ
ュ
論
の
中
で
は
、
早
く
に
萬
田
務

｢｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

攷｣
(『

作
品
論
宮
沢
賢
治』

１

９
８
４
年
７
月
、
双
文
社
出
版)

が
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

を
先
駆
稿
と
位
置
づ
け
、
大
正
十
年
後
半
か
ら
同
十
三
年
十
二
月
以
前
の
時

期
に
書
か
れ
た
と
推
定
す
る
が
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

そ
の
も
の
の

｢

作
品
分
析｣
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(

１)
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ま
た
、
松
岡
由
紀

｢｢

銀
河
鉄
道
の
夜｣

と

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

―
晩
年
の
賢
治
童
話
と
音
楽
―｣

(

東
京
女
子
大
学

｢

日
本
文
学｣

68
号
、
１
９
８
７
年
９
月)

は
、

こ
の
作
品
も
数
年
に
及
ぶ
推
敲
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
た
結
果
、
現
在
の
形
と
な
っ
て
い
る
。
用
紙
や
筆
記
具
の
違
い
か
ら
、
現
存

草
稿
の
最
も
古
い
部
分
は
〈
ね
ず
み
〉
の
話
で
あ
り
、
次
が
〈
猫
〉、
そ
の
次
が
〈
か
っ
こ
う
〉
と
い
う
順
で
書
か
れ
、
〈
狸
〉
の
話
が

付
け
加
え
ら
れ
た
後
、
序
と
結
末
が
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
推
敲
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
内

容
に
は
最
終
形
ま
で
に
多
少
の
変
化
が
み
ら
れ
、
話
の
順
序
も
〈
か
っ
こ
う
〉
が
書
き
出
さ
れ
た
時
点
で
は
、｢

一
、(

不
明)｣

｢

二
、
猫｣

｢

三
、
ね
ず
み｣

｢

四
、
か
っ
こ
う｣

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
主
人
公
の
ゴ
ー
シ
ュ
と
い
う
名
は
ま
だ
な
く
、
た
だ

｢

セ
ロ
弾
き｣

と
だ
け
書

か
れ
、
題
名
も

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

と
な
っ
て
い
た
こ
の
童
話
は
、
毎
晩
違
う
動
物
が
セ
ロ
弾
き
を
訪
れ
、
音
楽
に
つ
い
て
の
や
り

と
り
が
あ
る
。
そ
し
て
動
物
は
去
り
、
セ
ロ
弾
き
は
寝
て

｢

お
ま
へ
さ
ん
も
お
や
す
み｣

と
い
う
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
る
、
と
い
う
パ

タ
ー
ン
の
く
り
返
し
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
に
構
成
さ
れ
た｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

が｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

最
終
形
の
よ
う
な
一
貫
し
た
物
語
へ
と
整
え
ら
れ
る
時
、
賢
治
が
そ
の
構
成
を
思
案
し
た
跡
が
メ
モ
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

と
言
及
す
る
が
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
ス
タ
イ
ル
や
構
成
に
つ
き
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
も
の
の
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
解
釈

や

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ
の
改
作
の
具
体
的
な
分
析
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

本
稿
は
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

に
つ
い
て
論
ず
る
と
と
も
に
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ
の
改
稿
の
意
味
を
も
考
察
す
る
も
の
で
あ

る
。

１

成
立
過
程
に
つ
い
て

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

は
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

草
稿
中
に
埋
も
れ
た
童
話
で
あ
る
。
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｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

は
賢
治
最
晩
年
に
成
立
し
た
童
話
と
さ
れ
て
い
る
が
、｢

数
次
に
わ
た
る
部
分
的
書
き
直
し
や
順
序
の
組
み
変
え
・

新
稿
追
加
な
ど
を
経
て
成
立
し
て
い
る｣

(『

新
校
本
宮
沢
賢
治
全
集』

第
十
一
巻
校
異
篇)

と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
複
雑
な
生
成
過
程
を
経

て
い
る
た
め
実
は
相
当
の
時
間
を
か
け
て
書
き
継
が
れ
て
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
以
下
で
は

『

新
校
本
宮
沢
賢
治
全
集』

を
新
校
本
全
集
と
括
弧
ナ
シ
で
略
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

現
在
残
さ
れ
て
い
る

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

の
草
稿
は
、
32
枚
。
そ
の
ほ
か
に
、
新
校
本
全
集
で
は

｢

断
片
稿｣

と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
１
枚
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

｢

断
片
稿｣

は
、｢

用
字
や
字
体
か
ら
見
て
、
本
作
品
の
生
成
過
程
の
一
段
階
に
お
い
て
書
か
れ
、
そ
れ
が

の
ち
に
不
要
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。｣

(

新
校
本
全
集
校
異)

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
生
成
過
程
の
な
か
で
一
度
は
書
か
れ
た
も
の
の
、

次
の
段
階
で
不
要
と
な
っ
た
１
枚
で
あ
る
。
こ
の
１
枚
は
、
用
紙
左
半
分
に
作
品
題
名
列
挙
メ
モ
が
書
か
れ
た
た
め
に
廃
棄
さ
れ
ず
に
残
さ
れ

た
も
の
で
あ
る

(

２)

。

こ
れ
ら
の

｢

断
片
稿｣

を
含
む
草
稿
33
葉
は
、
ほ
と
ん
ど
が
数
段
階
の
推
敲
を
経
た
草
稿
で
あ
り
、
ま
と
め
て
清
書
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
草
稿
で
は
、
最
終
形
態

(
最
後
の
手
入
れ)

の
下
に
、
そ
れ
以
前
の
段
階
の
稿
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
。
各
草
稿
で
は
、

異
な
っ
た
筆
記
具
を
用
い
て
推
敲
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
数
次
の
段
階
の
推
敲
を
、
そ
の
都
度
紛
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。

新
校
本
全
集

｢

校
異｣

に
よ
れ
ば
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣
草
稿
に
お
け
る
筆
記
具
の
使
用
順
序
は
お
お
む
ね
次
の
５
段
階
に
な
る

(

３)

。

①
段
階

赤
イ
ン
ク
・
太
め
の
ペ
ン

②
段
階

黒
イ
ン
ク
・
細
め
の
ペ
ン

③
段
階

鉛
筆
・｢

や
や
太
め
の
速
書
き｣

④
段
階

朱
色
が
か
っ
た
赤
イ
ン
ク

(

朱
イ
ン
ク
と
略
記
す
る)

・
ペ
ン

⑤
段
階

ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
・
や
や
細
め
の
ペ
ン

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(

１)
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他
に
、
や
や
濃
い
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
・
ペ
ン
、
墨
・
毛
筆

こ
れ
ら
の
、
筆
記
具

(

第
一
形
態
を
書
く
の
に
使
用
し
た
筆
記
具)

と
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
紙
の
種
類
も
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
①
の
段
階
で
、
赤
イ
ン
ク
・
太
め
の
ペ
ン
で
第
一
形
態
が
書
か
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、
す
べ
て

｢

藁
半
紙｣

に
書
か
れ
て
い
る
し
、

③
の
段
階
で
、
第
一
形
態
が
鉛
筆
で
早
書
き
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
、
す
べ
て

｢

10
20

(

広)

イ
ー
グ
ル
印
原
稿
紙｣

(

藍
色
罫)

に
書
か
れ
て

い
る
。

現
存
す
る
草
稿
を
確
認
す
る
と
①
か
ら
③
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
、
同
一
筆
記
具
を
用
い
て
、
同
一
紙
葉
に
書
か
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト

の
第
一
形
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
な
し
て
い
る
。

①
は
、
親
子
ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
②
は
、
三
毛
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
③
は
、
か
っ
こ
う
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る

(

４)

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

三
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
各
パ
ー
ト
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④
は
、
セ
ロ
弾
き
の
紹
介
の
役
割
を
持
つ
冒
頭
部
と
な
っ
て
い
る
。

⑤
は
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

冒
頭
部
の
活
動
写
真
館
で
の
練
習
の
場
面
、
及
び
末
尾
の
演
奏
会
の
場
面
、
さ
ら
に
第
三
夜
の
狸
の
子

ど
も
と
の
合
奏
の
場
面
の
全
部
の
第
一
形
態
記
入
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
猫
・
か
っ
こ
う
・
ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
推
敲
手
入
れ
に

用
い
ら
れ
、
最
終
形
態
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

は
、
⑤
の
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
で
、
冒
頭
・
末
尾
及
び
狸
の
場
面
を
書
き
下
ろ
し
、
さ
ら
に
、

そ
れ
ま
で
に
書
か
れ
て
い
た
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

(

猫
・
か
っ
こ
う
・
ね
ず
み)

を
整
え
て
、
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
こ

と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
①
か
ら
③
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
⑤
の
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
に
よ
る
手
入
れ
以
前
に
、
①
の
第
一
形
態
に
は
、

②
の
黒
イ
ン
ク
及
び
④
の
朱
イ
ン
ク
に
よ
る
推
敲
手
入
れ
が
行
わ
れ
、
②
の
第
一
形
態
に
は
、
③
の
鉛
筆
に
よ
る
推
敲
手
入
れ
が
行
わ
れ
て
い

る
。
③
・
④
に
は
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
以
前
の
手
入
れ
は
な
い
。

一
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以
上
を
綜
合
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ
の
成
立
過
程
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
成
立

(

と
各
パ
ー
ト
と
し
て
の
組
み
込
み)

①
親
子
ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

(

赤
イ
ン
ク)

＋
黒
イ
ン
ク
・
朱
イ
ン
ク
手
入
れ

②
三
毛
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

(

黒
イ
ン
ク)

＋
鉛
筆
手
入
れ

③
か
っ
こ
う
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

(

鉛
筆)

２

④

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

冒
頭
部

(

序
章)

の
成
立

(

朱
イ
ン
ク)

セ
ロ
弾
き
へ
の
命
名

(
ゴ
ー
シ
ュ)

、
親
子
ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
の
途
中
で
手
入
れ
中
止

３

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣
へ
の
構
想
組
み
変
え

(

構
想
メ
モ
・
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク)

４

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣
の
成
立

(

ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク)

(

以
下
の
①
〜
③
の
順
番
は
成
立
順
で
は
な
い)

①
活
動
写
真
館
・
演
奏
会
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

②
狸
の
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

③

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
手
入
れ
と
組
み
込
み

２

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
成
立

１

ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

①
段
階
の
最
古
層
に
埋
も
れ
て
い
る
の
は
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

の
親
子
ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
原
形
で
あ
る
。

現
存
第
24
葉

(

藁
半
紙)

お
よ
び
第
27
葉
か
ら
第
29
葉
右
半
分
ま
で
に
赤
イ
ン
ク
・
太
め
の
ペ
ン
で
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
直
前
の
第
23
葉
お
よ
び
、
中
間
部
の
25
・
26
葉
は
、
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
・
や
や
細
め
の
ペ
ン

(

第
⑤
段
階)

の
み
で
書
か
れ
、

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(

１)
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書
き
な
が
ら
以
外
の
推
敲
・
手
入
れ
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
24
及
び
27
〜
29
葉

(

藁
半
紙)

に
つ
い
て
は
、
②
・
③
・
④
・
⑤
段
階
の

筆
記
具
を
用
い
た
手
入
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
中
の
一
つ
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
は
こ
の
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

現
存
第
24
葉
の
冒
頭
は
、｢

ま
る
で
け
し
ご
む
の
く
ら
ゐ
し
か
な
い
の
で
セ
ロ
弾
き
は
お
も
は
ず
わ
ら
っ
た
。｣

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
前

の
部
分
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
が
、
残
念
な
が
ら
現
存
し
な
い
。
直
前
の
第
23
葉
末
尾
は
、｢

そ
の
ま
た
野
ね
ず
み
の
こ
ど

も
と
来
た
ら｣

で
あ
る
か
ら
、
矛
盾
な
く
接
続
す
る
の
だ
が
、
23
葉
は

｢｢

ま
し
た｣

調｣

で
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
筆
記
具
も
前
述
通
り

ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
で
あ
る
の
で
、
23
葉
が
⑤
段
階
で
の
追
加
稿
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
第
24
葉
の
左
半
分
末
尾
は
破
損
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
第
一
形
態

(

赤
イ
ン
ク)

に
対
す
る
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
に
よ
る
手
入

れ
の
後
で
、
不
要
部
分
が
著
者
自
身
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
24
葉
の
第
一
形
態
の
末
尾
は
、｢

だ
っ
て
先
生｣

。
第
27
葉
の
第
一
形
態
の
冒
頭
は
、｢

床
に
ひ
ヾ
く
と
お
ま
へ
た
ち
の
病
気
が
な
ほ
る
と
い

ふ
の
か
。｣

で
あ
る
の
で
、
こ
の
間
も
、
お
そ
ら
く
24
葉
左
半
分
末
尾
の
破
棄
時
に
い
っ
し
ょ
に
廃
棄
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

第
29
葉
の
第
一
形
態

(

赤
イ
ン
ク)

記
入
時
の
末
尾
は
、｢｢

な
ん
だ
。
ば
か
に
し
て
る
な
あ
。｣

／
そ
こ
で
セ
ロ
弾
き
は
ね
た
。
お
ま
へ
さ

ん
も
お
や
す
み
。｣

と
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
末
尾
を
な
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
冒
頭
・
中
間
部
を
欠
き
な
が
ら
も
一
応
末
尾
ま
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

野
ね
ず
み
の

｢

お
母
さ
ん｣

は
、
子
ね
ず
み
の
病
気
を
治
し
て
も
ら
い
に
セ
ロ
弾
き
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
来
る
。
母
ね
ず
み
は
、｢

青
い
栗

の
実
を
一
つ
ぶ

(

４)｣

お
い
て
、｢

ち
ゃ
ん
と
お
じ
ぎ
を
し
て｣

セ
ロ
弾
き
に
頼
む
。

｢

ど
う
か
先
生
、
こ
の
児
が
あ
ん
ば
い
が
悪
く
て
死
に
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
生
に
ど
う
か
あ
ん
ま
を
と
っ
て
い
た
ヾ
け
な
い
で
ご
ざ

い
ま
せ
う
か
。｣

一
八
八



セ
ロ
弾
き
は
、｢

あ
ん
ま
は
知
ら
な
い｣

と

｢

す
こ
し
怒
っ
て｣

い
う
の
で
、
母
ね
ず
み
は
、
セ
ロ
弾
き
は
、
毎
日
み
ん
な
の
病
気
を
治
し

て
い
る
と
訴
え
る
。
そ
れ
で
も
、
セ
ロ
弾
き
は
、｢

何
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
ん
ね｣

と
拒
絶
す
る
。(

こ
の
間
、
草
稿
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
セ

ロ
の
音
が
床
に
響
く
こ
と
で
そ
れ
が
あ
ん
ま
に
な
っ
て
、
み
ん
な
の
病
気
が
治
っ
て
る
と
説
得
が
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
。)

そ
こ
で
、
セ
ロ
弾
き
は
結
局

｢

よ
し
わ
か
っ
た
よ
。
や
っ
て
や
ら
う｣

と
引
き
受
け
る
。｢

セ
ロ
弾
き
は
す
ぐ
セ
ロ
を
戸
棚
か
ら
出
し
て
ギ

ウ
ギ
ウ
ゴ
ウ
ゴ
ウ
と
糸
を
合
せ
て｣

か
ら
は
じ
め
る
。
セ
ロ
弾
き
は
、
す
で
に
セ
ロ
を
片
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
セ
ロ
弾
き
の
不
機

嫌
の
原
因
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
に
よ
る

｢

ゴ
ー
シ
ュ｣

へ
の
改
作
で
は
、
こ
の
晩
ゴ
ー
シ
ュ
は
、

練
習
に
疲
れ
て

｢

楽
器
を
も
っ
た
ま
ま
う
と
う
と
し
て｣

い
た
と
こ
ろ
に
鼠
が
尋
ね
て
く
る
よ
う
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
セ
ロ
弾
き
は
、

い
き
な
り

｢

ね
づ
み
の
こ
ど
も｣
を

｢

セ
ロ
の
孔｣

か
ら
中
へ
入
れ
て
し
ま
う
。
心
配
す
る
母
ね
ず
み
を
前
に
し
て

｢

何
と
か
ラ
プ
ソ
デ
ィ
と

か
い
ふ
も
の
を
ご
う
ご
う
が
あ
が
あ
弾｣
く
と
、
こ
れ
が
効
い
て
、
セ
ロ
の
孔
か
ら
出
た
こ
ど
も
の
ね
ず
み
は
、｢

ぶ
る
ぶ
る
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る

え
て
ゐ
た
が
に
は
か
に
起
き
あ
が
っ
て
走
り
だ
し
た
。｣

。

そ
れ
に
喜
ん
だ
母
ね
ず
み
は
、
セ
ロ
弾
き
に
お
礼
を
言
っ
て
、
こ
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
走
っ
て
い
た
が
、｢

た
う
た
う
せ
わ
し
く
お
じ
ぎ
し
て

出
て
行
っ
て｣

し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

セ
ロ
弾
き
は
、｢

な
ん
だ
ば
か
に
し
て
る
な
あ
。｣

と
言
っ
て
寝
る
。
そ
こ
で
語
り
手
は
、｢

お
ま
へ
さ
ん
も
お
や
す
み｣

と
、
聞
き
手
を
寝

か
し
つ
け
る
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
注
目
し
て
お
き
た
い
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
、
最
初
は
、
セ
ロ
弾
き
は
、
ね
ず
み
の
親
子
が
訪
れ
た
と
き
、

す
で
に
セ
ロ
を
戸
棚
に
か
た
づ
け
て
い
た
と
言
う
点
で
あ
る
。
セ
ロ
弾
き
が
毎
日

｢

ご
う
ご
う
が
あ
が
あ｣

セ
ロ
を
引
い
て
い
る
こ
と
は
、
母

ね
ず
み
の

｢

先
生
は
毎
日
あ
ん
な
に
上
手
に
み
ん
な
の
病
気
を
な
ほ
し
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
。｣

か
ら
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
が
、
ど
れ
く
ら

い
の
時
間
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
ゴ
ー
シ
ュ
の
よ
う
な
毎
晩
帰
宅
後
の
猛
練
習
で
は
な
く
、
日
々
の
練
習
程
度
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

次
い
で
、
最
後
に
親
子
が

｢

せ
わ
し
く
お
じ
ぎ
し
て｣

そ
そ
く
さ
と
帰
っ
て
行
っ
た
の
に
対
し
て
の

｢

な
ん
だ
ば
か
に
し
て
る
な
あ
。｣

と

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(

１)
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い
う
反
応
で
あ
る
。
ね
ず
み
は
、
確
か
に
子
ね
ず
み
の
病
気
の
治
療
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
セ
ロ
弾
き
を
訪
れ
、
治
癒
後
に
は
、
お
礼
を
述
べ

な
が
ら
も
そ
そ
く
さ
と
帰
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ね
ず
み
は
最
初
訪
れ
た
と
き
に
セ
ロ
弾
き
の
前
に

｢

青
い
栗
の
実
を
一

つ
ぶ｣
お
い
て
お
願
い
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
帰
る
際
も

｢

あ
り
が
た
う
ご
ざ
い
ま
す｣

を
二
度
く
り
返
し
、｢

せ
わ
し
く｣

で
は
あ
る
が
、

｢

お
じ
ぎ｣
し
て
い
る
。
十
分
に
セ
ロ
弾
き
へ
の
礼
は
尽
く
し
て
い
る
と
見
え
る
。
そ
れ
な
の
に
、
セ
ロ
弾
き
が

｢

ば
か
に
し
て
る｣

と
感
じ

る
の
は
、
何
故
な
の
か
。
語
り
手
は
こ
れ
以
上
を
語
ら
な
い
の
で
、
推
測
す
る
ほ
か
は
な
い
。
最
初
に
母
ね
ず
み
が
、
セ
ロ
弾
き
に

｢

あ
ん
ま｣

を
と
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
時
に
、
セ
ロ
弾
き
は
、｢

お
れ
は
あ
ん
ま
は
知
ら
な
い
よ｣

と

｢

少
し
怒
っ
て｣

い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
次

の
段
階
の
推
敲
で
、｢

お
れ
が
医
者
な
ど
や
れ
る
か
い｣

と
直
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
セ
ロ
弾
き
が
、
自
分
の
本
業
で
あ
る
音
楽
そ
の
も
の

を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
余
技
と
も
言
う
べ
き
あ
ん
ま

(

振
動)

を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
怒
り
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
直
し
て
や
っ
た
結
果
、
そ
そ
く
さ
と
帰
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
自
分
の
本
当
の
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
を
勝
手
に
利

用
さ
れ
、
し
か
も
厚
い
お
礼
も
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、｢

ば
か
に
し
て
る
な
あ｣

と
い
う
反
応
の
真
意
な
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
ね
ず
み
の
利
己
的
な
目
的
に
奉
仕
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
感
覚
が
、
こ
の
言
葉
を
呼
び
起
こ
し
た
と
も
考
え
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
も
う
一
点
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、｢

お
ま
へ
さ
ん
も
お
や
す
み｣

と
い
う
語
り
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
こ

こ
で
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
い
て
い
る

｢

お
ま
へ
さ
ん｣
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
語
り
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
は
、
多
数
の
聴
衆
に

｢

あ
る
牛
飼

い｣

が
語
る

｢

オ
ツ
ベ
ル
と
象｣

に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
事
に
も
注
目
し
て
お
こ
う
。

２

猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

②
段
階
の
層
に
埋
も
れ
て
い
る
の
は
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

の
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
原
形
で
あ
る
。

現
存
第
５
葉

(

藁
半
紙)

、
お
よ
び
第
７
葉
か
ら
第
10
葉

(

藁
半
紙)

ま
で
に
黒
イ
ン
ク
・
細
め
の
ペ
ン
で
書
か
れ
て
い
る
。

第
５
葉
と
第
７
葉
は
、
も
と
１
枚
の
藁
半
紙
で
あ
っ
た
も
の
を
、
⑤
段
階
の
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
に
よ
る
推
敲
の
際
に
、｢

ち
ぎ
っ
て

一
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二
枚
に
し｣

た
も
の
で
あ
る
。
第
６
葉
は
、
そ
の
中
間
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
別
の
筆
記
具
、
用
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
第

５
＋
７
葉
か
ら
第
10
葉
ま
で
の
紙
葉
に
黒
イ
ン
ク
・
細
ペ
ン
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
第
一
形
態
が
、
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
現
存
第
５

葉

(

藁
半
紙)

の
右
端
に
は
、
黒
イ
ン
ク
で

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し

二
、｣

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
一
行
は
、
上
端
か
ら
約
五
文
字
分
下

げ
て
、
字
間
も
や
や
ゆ
っ
た
り
と
書
か
れ
た
も
の
で
、
明
ら
か
に
章
題
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
行
空
け
て
、
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
本
文
が
始
ま
る
。｢

二
、｣

は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

セ
ロ
弾
き
は
次
の
晩
も
ま
た
遅
く
く
た
び
れ
て
帰
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
お
う
ち
へ
は
い
っ
て
あ
か
り
を
つ
け
る
と
す
ぐ
と
ん
と
ん
と

扉
を
た
た
く
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

｢

ま
た
か
い
。
も
う
今
夜
は
や
だ
よ
。｣

と
こ
ろ
が
は
い
っ
て
来
た
の
は
い
ま
ま
で
五
六
ぺ
ん
見
た
こ
と
の
あ
る
大
き
な
三
毛
猫
で
し
た
。

セ
ロ
弾
き
は
毎
晩

｢

遅
く
く
た
び
れ
て｣
帰
っ
て
く
る
生
活
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
セ
ロ
を
弾
い
て
い
る
か
は
ま
だ

不
明
で
あ
る
。

ま
た
、｢

ま
た
か
い
、
も
う
今
夜
は
や
だ
よ｣

と
い
う
セ
ロ
弾
き
の
反
応
か
ら
は
、
前
夜
に
も
訪
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
、
疲
れ
た
セ
ロ

弾
き
に
負
担
に
な
る
こ
と
を
頼
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
し
て
、
入
っ
て
来
た
三
毛
猫
が
、｢

と
こ
ろ
が｣

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
夜
訪
れ
て
き
た
の
が
三
毛
猫
以
外
で
あ
っ
た
こ
と
も
明

ら
か
に
な
る
。

今
失
わ
れ
て
い
る

[

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し

一
、]

も
、
ま
た
、
夜
に
何
等
か
の
動
物
が
訪
れ
て
セ
ロ
弾
き
に
何
か
を
頼
む
よ
う
な
話
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し

二
、｣

が
書
か
れ
た
時
点
で
は
、
後
の

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

の
よ
う
に
、

楽
団
の
練
習
の
場
面
か
ら
は
じ
ま
る
話
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
三
毛
猫
は
、
前
夜
の
訪
問
者
と
同
じ
よ
う
に
扉
を
ノ
ッ
ク
し
て
入
っ
て
来
た
。
半
熟
の
青
い
ト
マ
ト
を

｢

運
搬｣

し
な
が
ら
で
あ
る
。

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(

１)
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こ
の
姿
を
見
た
セ
ロ
弾
き
は

｢

行
っ
て
し
ま
へ
。
ね
こ
め｣

と
烈
し
く
怒
る
。
し
か
し
猫
は
、｢

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア｣

を
弾
く

と
い
い
気
持
ち
に
な
る
、｢

わ
た
し
は
ど
う
も
先
生
の
音
楽
を
き
か
な
い
と
ね
む
ら
れ
な
い
ん
で
す
。｣

と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
セ
ロ
弾
き

は
ま
す
ま
す

｢

生
意
気
だ｣

と
怒
る
が
、｢

に
は
か
に
気
を
変
へ
て｣

猫
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
る
そ
ぶ
り
を
し
て
、
扉
に
カ
ギ
を
か
け
窓
も

閉
め
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、｢

譜
の
い
ち
ば
ん
し
ま
ひ
か
ら
逆
に
前
の
方
へ｣

弾
い
て
い
く
と
、
猫
の
毛
皮
か
ら
、
ひ
げ
か
ら
鼻
か
ら
火
花
が

出
て
、｢

は
せ
ま
は｣
っ
た
り
、｢

は
せ
あ
る
い
た
り
し
て｣

苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
。
セ
ロ
弾
き
は
、
猫
が
激
し
く
動
い
て
苦
し
む
の
が

｢

面

白
く
な
っ
て｣

ま
す
ま
す
猫
を
苦
し
め
る
。
よ
う
や
く
や
め
る
と
、
猫
は
け
ろ
り
と
し
て
、
批
評
め
い
た
こ
と
を
口
に
し
た
の
で
、
セ
ロ
弾
き

は
、
ま
た

｢

ぐ
っ
と
し
ゃ
く
に
さ
は
り｣

、
猫
の
舌
で
マ
ッ
チ
を
擦
る
と
い
う
荒
々
し
い
仕
打
ち
を
す
る
。
猫
は
何
度
も
扉
に
ぶ
っ
つ
か
る
が

で
ら
れ
ず
、
セ
ロ
弾
き
に
扉
を
あ
け
て
も
ら
っ
て
、｢

風
の
や
う
に｣

走
り
去
っ
た
。
そ
れ
を
見
て
セ
ロ
弾
き
は

｢

ち
ょ
っ
と
わ
ら
ひ
な
が
ら

ね
ま
し
た｣

。
最
後
に
語
り
手
が
、｢
で
は
お
ま
へ
さ
ん
も
お
や
す
み
。｣

と
語
っ
て
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
終
わ
る
。

生
意
気
な
猫
に
対
し
て
怒
り
、
猫
を
こ
ら
し
め
る
う
ち
に
、
セ
ロ
弾
き
は
、
嗜
虐
的
な
楽
し
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果

｢

く
た

び
れ
て
帰
っ
て
き
た｣

セ
ロ
弾
き
の
気
分
が
晴
れ
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
以
前
の
①
段
階
の
ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、
子
ね
ず
み
の
病
気
を
治
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
明
確
な
目
的
が
あ
っ
て
、
セ
ロ
弾

き
を
訪
れ
て
い
た
。
で
は
、
こ
の
三
毛
猫
は
、
何
を
し
に
セ
ロ
弾
き
の
と
こ
ろ
に
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
セ
ロ
弾
き
は
、
三
毛
猫
に
対
し
て
、
最

初
は

｢

怒
り｣

、
次
い
で

｢

生
意
気
だ｣

と
感
じ
、｢

ぐ
っ
と
し
ゃ
く
に
さ
わ｣

っ
た
後
に
も

｢

生
意
気
だ｣

を
三
度
く
り
返
し
て

｢

足
ぶ
み
し

て
ど
な
る｣

と
い
っ
た
激
し
い
怒
り
を
感
じ
て
い
る
。
最
初
の

｢
怒
り｣

は
、
猫
が
未
熟
な
ト
マ
ト
を
勝
手
に
も
い
で
、
土
産
代
わ
り
に

｢

運

搬｣

し
て
き
た
こ
と
へ
の
も
の
で
あ
る
。
次
に
、｢

生
意
気
だ｣

と
感
じ
て
い
る
の
は
、｢

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア
を
引
い
て
ご
覧
な

さ
い
。
い
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
か
ら
。｣

と
上
か
ら
目
線
で
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
の
リ
ク
エ
ス
ト
へ
の

｢

生
意
気
な
こ
と

を
云
ふ
な
。
ど
う
し
て
や
ら
う
か
な
。
こ
の
ね
こ
め
。｣

と
い
う
反
応
は
、
次
の
鉛
筆
に
よ
る
推
敲
で
、｢

生
意
気
な
こ
と
を
云
ふ
な
。
ね
こ
の

く
せ
に
。｣

と
変
え
ら
れ
る
。
こ
の
手
入
れ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
セ
ロ
弾
き
は
、
猫
を
自
分
よ
り
下
位
の
動
物
と
み
て
、
そ
れ
が

一
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｢
ご
ら
ん
な
さ
い｣

な
ど
と
命
じ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
対
し
て
怒
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
回
く
り
返
さ
れ
る

｢

生
意
気
だ｣

と
の
怒

り
も
、
同
様
に

｢

先
生
の
音
楽
を
き
か
な
い
と
ね
む
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ｣

と
い
う
言
に
対
し
て
の
も
の
。
こ
れ
は
、
自
分
の
音
楽
が
子
守
歌

代
わ
り
に
使
わ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
も
猫
ご
と
き
に
と
い
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
発
し
た
怒
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
三
毛
猫
の

言
説
が
、
セ
ロ
弾
き
の
怒
り
を
引
き
出
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
時
の
猫
の
言
動
は
、
一
貫
し
て
い
る
。
ま
だ
半
熟
の
、
し
か
も
セ
ロ
弾

き
の
も
の
で
あ
る
ト
マ
ト
は
、
ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
、
母
ね
ず
み
が
訪
ね
て
き
て
す
ぐ
に
セ
ロ
弾
き
の
前
に
置
い
た
一
つ
ぶ
の

｢

栗
の
実｣

と
同
じ
く
、
お
礼
の
意
味
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
、｢

栗
の
実｣

は
、
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し

た
後
の
同
じ
黒
イ
ン
ク
に
よ
っ
て

｢

青
い
栗
の
実｣

と
手
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
鼠
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
、
猫
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
も
、
同
じ
青
い

(

未
熟
の)
果
実
に
統
一
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
機
能
を
持
た
せ
た
と
い
う
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
あ
ら
か
じ
め
お
礼
の
品
を
差
し
出
し
た
後
に
、｢

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア
を
引
い
て
ご
覧
な
さ
い
。｣

や

｢

先
生
の
音
楽
を
き
か
な

い
と
ね
む
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ｣

な
ど
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
言
い
方
に
問
題
は
あ
る
が
、
セ
ロ
弾
き
の
音
楽
を
き
き
た
か
っ
た
、

聞
き
に
来
た
と
、
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
す
る
と
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
三
毛
猫
の
増
長
し
た
態
度
が
災
い
し
て
セ
ロ
弾
き
を
怒
ら
せ
て
し
ま
い
、
い
じ
め
ら
れ
追
い
返
さ
れ
て

し
ま
う
話
と
い
う
事
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
最
終
部
に
、｢

お
ま
へ
さ
ん
も
お
や
す
み｣

と
い
う
語
り
か
け
が
あ
る
。
最
古
層
に
あ
っ
た
、
ね
ず
み
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
同
じ
く
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
い
て
い
る

｢

お
ま
へ
さ
ん｣

が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

３

か
っ
こ
う
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

③
段
階
の
層
に
埋
も
れ
て
い
る
の
は
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

の
か
っ
こ
う
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
原
形
で
あ
る
。

現
存
第
11
葉
か
ら
第
14
葉
ま
で
に
鉛
筆
で

｢

や
や
大
き
め
の
早
書
き｣

さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(
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一
九
三



｢
青
木
大
学
士
の
野
宿｣

草
稿

(｢

10
20

(

広)

イ
ー
グ
ル
印
原
稿
紙｣

(

藍
色
罫))

の
裏
で
あ
る
。
ま
た
、
新
校
本
全
集
で

｢

断
片
稿｣

と

呼
ば
れ
て
い
る
一
葉
は
、
か
っ
こ
う
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
末
尾
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
用
紙
が
、
同
じ

｢

青
木
大
学
士
の
野

宿｣

草
稿

(｢10‒20

イ
ー
グ
ル
印
原
稿
用
紙｣

(

草
色
罫))

の
裏
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
字
体
や
筆
勢
も
11
葉
か
ら
14
葉
の
も
の
と
非
常
に
近

い
こ
と
を
根
拠
に
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
末
尾
の
一
文

｢

で
は
あ
な
た
も
お
や
す
み
な
さ
い
。｣

の
ス
タ
イ
ル
の
、
ね
ず
み
・
三
毛
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
の
共
通
性
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
現
存
第
14
葉
の
第
一
形
態
の
末
尾
は

｢

ガ
ラ
ス
窓
へ
ま
っ
す
ぐ
に
飛
ん
で｣

で
あ
り
、
断
片
稿
の
冒
頭
は
、｢

か
ら
大
き
な
パ
ン
を

と
り
出
し
て｣

で
あ
る
。
こ
の
二
文
は
、
き
ち
ん
と
接
続
し
て
い
な
い
。
こ
の
間
に
一
葉

(

か
そ
れ
以
上)

の
紙
葉
が
書
か
れ
、
破
棄
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

現
存
第
11
葉
の
か
っ
こ
う
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
冒
頭
第
一
行
目
に
は

｢

四
、｣

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な

し

四
、｣

と
し
て
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
冒
頭
部
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

次
の
晩
も
セ
ロ
弾
き
が
町
か
ら
帰
っ
て
き
て
ご
ぼ
ご
ぼ
と
口
を
す
ゝ
い
で
居
り
ま
す
と
誰
か
屋
根
裏
を
こ
っ
こ
っ
と
叩
く
も
の
が
あ
り
ま

す
。｢

ま
た
鼠
か
い
。
今
夜
は
だ
め
だ
よ
。｣

セ
ロ
弾
き
は
高
く
叫
び
ま
し
た
。
す
る
と
天
井
の

[[

？]

↓
穴]

か
ら

[

く
ぐ
っ
て
↓
削
除]

ぼ
ろ
ん
と
音
が
し
て
一
疋
の

[

ナ
シ
↓

灰
い
ろ
の]

鳥
が
降
り
て
来
ま
し
た
。
見
る
と
そ
れ
は
か
く
こ
う
で
し
た
。

｢

次
の
晩
も｣

と
始
ま
る
の
は
、
三
毛
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
ま
た
、｢

町
か
ら
帰
っ
て｣

す
ぐ
に
何
か
の
動
物
が
訪

れ
て
く
る
の
も
同
じ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

セ
ロ
弾
き
は
、
屋
根
裏
か
ら

｢

こ
っ
こ
っ｣

と
い
う
音
が
聞
こ
え
る
や

｢

ま
た
鼠
か
い｣
と
叫
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
以
前
に
も
鼠
が
訪
れ
て

一
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い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
鉛
筆
に
よ
る
第
一
形
態
が
書
か
れ
た
段
階
で
は
、
か
っ
こ
う
の
前
に
は
、｢

ね
ず
み｣

の
エ

ピ
ソ
ー
ド

｢

三
、｣

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、｢

ね
ず
み｣

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、｢

次
の
晩
も｣

と
は
じ
ま
り
、｢

町
か
ら
帰
っ

て｣

か
ら
、
セ
ロ
を
片
付
け
た
後
で
、
ど
こ
か
を
叩
い
て

(

ノ
ッ
ク
し
て)

か
ら
入
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
見
て
、
残
さ
れ
て
い
る

ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
第
一
形
態
は

｢

ま
る
で
け
し
ご
む
の
く
ら
ゐ
し
か
な
い
の
で
セ
ロ
弾
き
は
お
も
は
ず
わ
ら
っ
た
。｣

と
始
ま
っ
て
い

る
の
だ
と
、
推
測
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
時
点
で
は
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。[

]

内

は
、
推
定
。[

]

内
は
登
場
す
る
動
物
。

[

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し

一
、]

[

不
明]

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し

二
、

[
猫]

[

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し

三
、]

[

ね
ず
み]

[

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し]

四
、

[

か
っ
こ
う]

さ
て
、
か
っ
こ
う
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
こ
の
様
に
始
ま
っ
た
。
か
っ
こ
う
が
、
天
井
の
穴
か
ら
降
り
て
来
た
時
、
セ
ロ
弾
き
は
、

｢

鳥
ま
で
来
や
が
っ
た
。
何
の
用
だ
。｣

と
言
う
。
こ
の
発
言
を
見
る
限
り
、
そ
れ
ま
で
の
、
三
夜
の
動
物
た
ち
の
訪
問
は
、
歓
迎
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
親
和
的
な
も
の

で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
セ
ロ
弾
き
と
動
物
た
ち
の
交
遊
・
交
流
な
ど
と
い
え
る
よ
う
な
関
係
に
は
、
各
夜
の
動
物
が

去
っ
た
後
で
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
セ
ロ
弾
き
は
迷
惑
そ
う
な
、
反
応
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
か
っ
こ
う
は
、
す
ま
し
て

｢

音
楽
を
教
は
り
た
い
の
で
す
。｣
と
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
。
セ
ロ
弾
き
は
、
か
っ
こ
う
の

鳴
き
声
を
単
純
な
音
の
繰
り
返
し
と
見
て

｢

ば
か
に
し
た｣

よ
う
な
態
度
を
と
る
の
だ
が
、
か
っ
こ
う
は
、
さ
ら
に
微
妙
な
違
い
を
実
際
に
鳴

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(

１)
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い
て
見
せ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
作
者
は
、
音
の
違
い
を
、｢

こ｣

を
他
の
倍
の
大
き
さ
で
書
い
た

｢

カ
ッ

こ
ウ｣

と
、｢

か｣

を
他
の
倍
の
大

き
さ
で
書
い
た

｢

か
っ
コ
ウ｣

に
よ
っ
て
、
仮
名
や
字
の
大
き
さ
の
違
い
を
用
い
て
視
覚
的
に
鳴
き
声
の
差
異
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

や
は
り
セ
ロ
弾
き
は
納
得
し
な
い
が
、
重
ね
て

｢

ド
レ
ミ
フ
ァ
を
正
確
に
や
り
た
い｣

と

｢

教
は
り
た
い｣

こ
と
を
具
体
的
に
提
示
す
る
。
か
っ

こ
う
の
熱
心
さ
に
ま
け
て
、｢

三
ぺ
ん
だ
け｣

弾
い
て
や
る
こ
と
に
す
る
。
セ
ロ
弾
き
は

｢

ド
レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
ド｣

と
音
階
を
弾
い
た
が
、

か
っ
こ
う
の

｢
ド
レ
ミ
フ
ァ｣

と
は

｢

か
っ
こ
う｣

と
言
う
鳴
き
声

(

正
確
な
音
程
で
の
鳴
き
声)

の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

か
っ
こ
う
に
主
導
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、｢

ド
レ
ミ
フ
ァ｣

を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
セ
ロ
弾
き
は
、｢

う
ん
と
弾
い
て
か
っ
こ
う
を
つ
か
れ
さ

せ
て
や
ら
う｣

と
に
や
り
と
笑
う
。
し
か
し
、
か
っ
こ
う
は
疲
れ
ず
ま
す
ま
す
一
生
懸
命
に
叫
ん
で
い
る
の
で
、
か
え
っ
て
セ
ロ
弾
き
の
方
が

｢

手
が
痛
く｣

な
り
、
や
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
か
っ
こ
う
も
や
む
な
く
や
め
た
が
、
セ
ロ
弾
き
は
、｢

す
っ
か
り
疲
れ
て
お
こ
っ
て
し
ま
っ

て｣

か
っ
こ
う
に
帰
れ
と
命
じ
る
。
そ
う
す
る
と
か
っ
こ
う
は
、｢

あ
ゝ
よ
か
っ
た
。
さ
あ
ド
レ
ミ
フ
ァ
が
で
き
た
ぞ
。｣

と
満
足
し
て
、
さ
っ

さ
と
帰
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
時
、
鉛
筆
に
よ
る
第
一
形
態
は

｢

ば
た
ば
た
飛
び
あ
が
っ
て
外
へ
出
や
う
と
ガ
ラ
ス
窓
へ
ま
っ
す
ぐ
に
飛
ん
で｣

ま
で
し
か
、
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
次
の
部
分
は
破
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
後
の
か
っ
こ
う
が
第
一
形
態
で
ど
う
な
っ
て
い

た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣
と
同
様
の

｢

ガ
ラ
ス
窓｣

に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
な
か
な
か
で
ら
れ
な
い
と
い
う
場
面
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
か
っ
こ
う
が
出
て
行
く
の
に
手
間
取
る
場
面
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
最
後

(

断
片
稿
の
部
分)

は
、
よ
う
や
く
食
事
に
あ
り
つ
い
た
セ
ロ
弾
き
が

｢

大
き
な
パ
ン｣

を

｢

む
し
ゃ
む
し
ゃ
裂
い
て｣

た
べ
る
場
面
と
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、｢

て
を
ぱ
た
ぱ
た
と
叩
き
な
が
ら
ね
ど
こ
へ
も
ぐ
り
こ｣

ん
で
ゆ
く
。
あ
た
か
も
、
何
か
片
づ
い

て
満
足
し
た
よ
う
な
し
ぐ
さ
で
眠
り
に
入
る
セ
ロ
弾
き
の
姿
は
、
の
ち
の

｢
倒
れ
る
や
う
に
し
て
室
の
す
み
へ
こ
ろ
が
っ
て
睡
っ
て
し
ま｣

う

ゴ
ー
シ
ュ
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
。
最
後
は
前
述
の
よ
う
に
、
聞
き
手
に
対
し
て
、｢

で
は
あ
な
た
も
お
や
す
み
な
さ
い
。｣

と
挨
拶
し

て
終
わ
る
。
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３

怒
る
セ
ロ
弾
き

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
セ
ロ
弾
き
は
よ
く
〈
怒
る
〉。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
、
ね
ず
み
・
三
毛
猫
・
か
っ
こ
う
に
向
か
い
合
っ
た

時
、
何
か
を
頼
ま
れ
た
と
き
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
ま
ず
最
初
に
は
怒
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
怒
り
は
何
等
か
の
形
で
持

続
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。
改
め
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

ね
ず
み
の
場
合
、
あ
ん
ま
を
頼
ま
れ
る
と
、｢

お
れ
は
あ
ん
ま
は
知
ら
な
い
よ
。｣

と

｢

セ
ロ
弾
き
は
少
し
怒
っ
て
さ
う
云
っ
た｣

と
、｢

少

し
怒
っ
て｣

い
る
。

猫
の
場
合
は
、
三
毛
猫
が
ト
マ
ト
を
運
ん
で
き
て
、｢

な
か
な
か
運
搬
は
ひ
ど
い
や
な
あ｣

と
言
う
と
す
ぐ
に

｢

怒
り
出
し｣

、
猫
に
シ
ュ
ー

ベ
ル
ト
の
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア
を
リ
ク
エ
ス
ト
さ
れ
る
と
、｢

生
意
気
だ｣

と

｢

し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
ぶ
り
ぶ
り
し｣

て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
セ
ロ

弾
き
の
音
楽
を
き
か
な
い
と
眠
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
と
、
ま
た

｢

生
意
気
だ｣

(

三
度
く
り
返
す)

と

｢

す
っ
か
り
ま
っ
赤
に
な
っ
て
足
ぶ

み
し
て
ど
な
り｣

つ
け
る
。

そ
し
て
、
か
っ
こ
う
の
場
合
は
、
セ
ロ
弾
き
と
か
っ
こ
う
の
対
話
が
多
く
、
語
り
手
は
直
接
に
セ
ロ
弾
き
の
感
情
を
語
ら
な
い
。
し
か
し
、

セ
ロ
弾
き
自
身
の
発
話
か
ら
怒
り
が
あ
ふ
れ
出
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
訪
れ
て
き
て
屋
根
裏
を
叩
く
か
っ
こ
う
に

｢

ま
た
鼠
か
い
。
今
夜
は

だ
め
だ
よ
。｣

と

｢

高
く
叫
ん
だ｣

時
は
さ
ほ
ど
怒
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
拒
絶
を
無
視
し
て
天
井
か
ら
降
り
て
き
た
時
に
は
、｢

鳥

ま
で
来
や
が
っ
た
。
何
の
用
だ
。｣

と
い
う
。
こ
の
時
の
言
葉
遣
い
に
表
れ
る
セ
ロ
弾
き
の
感
情
は
、
怒
り
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
あ

と
も
一
貫
し
て
、
か
っ
こ
う
に
主
導
権
を
と
ら
れ
る
よ
う
な
進
行
の
た
め
セ
ロ
弾
き
は
不
機
嫌
な
対
応
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
か
っ
こ
う
を
疲

れ
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
か
え
っ
て
自
分
が
疲
れ
て
し
ま
う
と
、
セ
ロ
弾
き
は

｢
す
っ
か
り
つ
か
れ
て
お
こ
っ
て
し
ま
っ
て｣

、｢

こ
ら
と

り
、
も
う
用
が
済
ん
だ
ら
か
へ
れ｣

と
感
情
露
わ
に
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、
や
は
り
セ
ロ
弾
き
は
怒
っ
て
い
る
。

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(
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セ
ロ
弾
き
は
何
を
怒
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
、｢

お
れ
は
あ
ん
ま
は
知
ら
な
い
よ｣

と
怒
っ
た
箇
所
は
、
黒
イ
ン
ク

(

第
一
形
態
の
次
の
段
階
の
手
入
れ)

に
よ
り
、｢
お
れ
が
医
者
な
ど
や
れ
る
か
い｣

と
手
入
れ
さ
れ
て
い
る
。
お
れ
は
セ
ロ
弾
き

(

音
楽
家)

な
の
だ
か
ら
、
あ
ん
ま
は
知
ら
な
い
、

ま
た
、
セ
ロ
弾
き

(

音
楽
家)

の
お
れ
が
医
者
な
ど
や
れ
る
か
い
、
と
い
う
よ
う
に
敷
衍
し
て
み
る
と
セ
ロ
弾
き
の
発
言
の
意
味
も
わ
か
り
や

す
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
セ
ロ
弾
き
は
、
自
分
の
音
楽
が
、
治
療
と
い
う
目
的
に
用
い
る
事
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
怒
っ

て
い
る
。
そ
れ
だ
け
、
セ
ロ
弾
き
は
自
分
の
セ
ロ
弾
き

(

音
楽
家)

と
い
う
職
業
に
対
し
て
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
毛
猫
の
場
合
は
、
猫
の
生
意
気
で
不
遜
な
態
度
に
対
し
て
の
怒
り
が
中
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
猫
が
、｢

シ
ュ
ー

ベ
ル
ト
の
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア
を
ひ
い
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
い
い
気
持
ち
に
な
る
か
ら｣

と
上
か
ら
目
線
で
言
っ
た
と
き
に
、
セ
ロ
弾
き
は
、｢

生

意
気
な
こ
と
を
言
う
な｣

と
言
っ
た
後
に
、｢

ど
う
し
て
や
ら
う
か
な
。
こ
の
ね
こ
め
。｣

と
付
け
加
え
る
。
生
意
気
な
猫
へ
の
、
お
仕
置
き
・

こ
ら
し
め
を
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
発
話
は
、
次
の
鉛
筆
段
階
で

｢

生
意
気
な
こ
と
を
言
う
な
。
ね
こ
の
く
せ
に
。｣

と
推
敲
さ
れ
る
。

こ
の

｢

ね
こ
の
く
せ
に
。｣

と
し
た
手
入
れ
に
よ
り
、
セ
ロ
弾
き
の
猫
に
対
す
る
優
越
意
識
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
猫
と
人

間
が
対
等
で
は
な
く
、
猫
の
方
が
人
間
よ
り
劣
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
猫
が
人
間
に

対
し
て
優
位
に
あ
る
よ
う
な

(

上
か
ら
目
線
の)

物
言
い
を
す
る
と
、｢

猫
の
く
せ
に｣

と
い
う
怒
り
が
発
動
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

か
っ
こ
う
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
、
同
じ
よ
う
な
関
係
性
が
う
か
が
え
る
。
か
っ
こ
う
が
天
井
の
穴
か
ら

｢

ぼ
ろ
ん
と｣

降
り
て
来
た
と
き
に

セ
ロ
弾
き
は
、｢

鳥
ま
で
来
や
が
っ
た｣

と
反
応
す
る
。｢

鳥
ま
で｣
と
は
、
前
夜
の

｢

鼠｣
(

鉛
筆
の
第
一
形
態)

の
来
訪
に
重
ね
て
、
と
い

う
意
味
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
、｢

来
や
が
っ
た｣

と
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
歓
迎
さ
れ
ざ
る
動
物
の
来
訪
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
加
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
こ
の
時
訪
れ
て
き
た
の
が
、
人
間
の
友
人
で
あ
る

｢

ホ
ー
シ
ュ｣

(
｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

に
登

場)

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
反
応
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。｢
ゴ
ー
シ
ュ｣

で
は
、
実
際
に
訪
れ
て
き
た
の
は
、
猫
だ
っ
た

が
、
期
待
し
た
か
の
よ
う
に

｢

ホ
ー
シ
ュ
君
か｣

と
呼
び
か
け
て
い
た

(

と
こ
ろ
が
、
実
際
は
猫
だ
っ
た
の
で
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
お
こ
る
の
だ
が)

。
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セ
ロ
弾
き
は
、
明
確
に
猫
や
ね
ず
み
な
ど
の
小
動
物
と
自
分
と
の
間
に
優
劣
関
係
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
っ
こ
う
が

｢
ド
レ
ミ
フ
ァ
を
教
は
り
た
い
ん
で
す
。｣

と
来
た
時
も
、｢

音
楽
だ
と
。
お
ま
へ
の
歌
は
か
く
こ
う
か
くマ

マ

う
と
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
か
。｣

と
馬

鹿
に
し
た
よ
う
に
見
下
げ
た
よ
う
に
返
答
す
る
。
そ
し
て
、
終
始
謙
虚
な
か
っ
こ
う
に
対
し
て
、
セ
ロ
弾
き
は
、
自
分
が
そ
の
態
度
に
対
し
て

怒
っ
た
三
毛
猫
と
お
な
じ
よ
う
な
不
遜
な
態
度
で
対
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
よ
り
劣
っ
た
は
ず
の
か
っ
こ
う
が
、
自
分
よ
り
持
続
力
が

あ
っ
て
か
え
っ
て
自
分
の
方
が
疲
れ
る
と
い
う
い
わ
ば
負
け
た
よ
う
な
形
に
な
る
と
、
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
怒
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。４

意
地
悪
な
セ
ロ
弾
き

三
毛
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、｢

生
意
気｣
な
猫
を
懲
ら
し
め
る
た
め
に
、
楽
譜
を
う
し
ろ
か
ら
弾
い
て
奇
妙
奇
天
烈
な
音
を
出
す
。
そ
れ

に
反
応
し
て
、
体
中
か
ら
火
花
を
出
し
た
り
、
ひ
と
り
で
に
歩
き
回
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
猫
の
苦
し
む
姿
を
み
て
、
セ
ロ
弾
き
は

｢

す
っ
か

り
面
白
く
な
っ
て
し
ま
う｣

。
そ
う
す
る
と
、
ま
す
ま
す

｢

勢
い
よ
く｣

曲
を
弾
い
て
猫
を
苦
し
め
る
。
ま
た
、
再
度

｢

し
ゃ
く
に
さ
わ
る｣

態
度
を
と
っ
た
猫
に
対
し
て
も
、
何
で
も
な
い
風
を
装
い
な
が
ら
猫
を
驚
か
せ
苦
し
ま
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
畳
み
か
け
る
よ
う
に
し
て
し
ま
う
。

か
っ
こ
う
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
、
か
っ
こ
う
が
懸
命
に
な
っ
て
セ
ロ
の
音
に
合
わ
せ
て
い
る
と
、｢

う
ん
と
弾
い
て
か
っ
こ
う
を
つ
か
れ
さ

せ
て
や
ら
う
と
思
っ
て
に
や
り
と｣

笑
う
。
こ
の
よ
う
に
、
セ
ロ
弾
き
は
、
一
生
懸
命
の
か
っ
こ
う
を
か
ら
か
う
よ
う
に
、
あ
る
い
は
努
力
を

逆
手
に
と
っ
た
意
地
悪
な
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
っ
こ
う
は
、
そ
れ
に
も
め
げ
ず
に
叫
び
続
け
る
の
で
、
セ
ロ
弾
き

は
逆
に
自
分
が
疲
れ
て
し
ま
う
と
い
う
自
業
自
得
に
陥
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
セ
ロ
弾
き
は
、
か
な
り
意
地
の
悪
い
行
動
を
と
っ

て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。

親
子
ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
母
ね
ず
み
の
頼
み
を
聞
い
て
子
ね
ず
み
の
病
気
を
治
し
て
や
る
話
な
の
で
、
セ
ロ
弾
き
は
、
ね
ず
み
た
ち

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(

１)

一
九
九



の
た
め
に
な
る
行
い
し
か
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
セ
ロ
弾
き
が

｢

い
き
な
り
ね
ず
み
の
こ
ど
も
を
つ
ま
ん

で
セ
ロ
の
孔
か
ら
中
へ
入
れ
て
し
ま
っ
た｣

時
、
母
ね
ず
み
は
、
狂
気
の
よ
う
に
激
し
く

｢

わ
た
し
も
い
っ
し
ょ
に
つ
い
て
行
き
ま
す｣

と
い
っ

た
の
だ
ろ
う
。
い
ち
お
う
、
母
ね
ず
み
は
、｢

ど
こ
の
病
院
で
も｣

そ
う
だ
か
ら
と
は
言
う
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、｢

い
き
な
り｣

大

き
な
セ
ロ
の
胴
の
中
へ
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
不
安
や
心
配
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
赤
イ
ン
ク
段
階
の
ね
ず
み
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
途
中
が
破
棄
さ
れ
て
い
る
た
め
、
母
ね
ず
み
が
願
っ
た
具
体
的
な
治
療
の
方
法
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
破
棄

さ
れ
た
箇
所
の
前
後
で
は
、｢

あ
ん
ま｣

を
と
っ
て
ほ
し
い
と
も
い
い
、
ま
た
、
セ
ロ
弾
き
も

｢

床
に
ひ
ヾ
く
と
お
ま
へ
た
ち
の
病
気
が
な
ほ

る
と
い
ふ
の
か｣

と
確
か
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
セ
ロ
の
音
の
響
き
が
あ
ん
ま
の
代
わ
り
と
な
っ
て
、(

恐
ら
く
血
行
を
よ
く
し
て)

病
気

を
治
す
と
い
う
事
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
改
作
形
の

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

で
は
、
動
物
た
ち
は
み
ん
な
床
下
で
音
を
浴
び
て

治
療
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
も
、
母
ね
ず
み
が
想
定
し
た
の
は
、
セ
ロ
の
音
を

｢

床
に
ひ
ヾ
か
せ
て｣

治
す
程
度
の
こ
と
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
セ
ロ
弾
き
の
し
た
こ
と
は
、
セ
ロ
の
胴
の
中
に
入
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
親
子
ね
ず
み
は
、｢

ま
る
で
け

し
ご
む
の
く
ら
ゐ｣

し
か
な
い
ほ
ど
小
さ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
き
な
り
小
さ
な
孔
か
ら
大
き
な
胴
の
中
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
中
で

｢

ご
う
ご
う
が
あ
が
あ｣

と
大
音
響
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
は
相
当
な
危
険
と
母
ね
ず
み
に
は
感
じ
ら

れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、｢

き
ち
が
ひ
の
や
う
に
な
っ
て｣

セ
ロ
弾
き
に
対
し
て
自
分
も
い
っ
し
ょ
に
行
く
と
訴
え
た
の
だ

ろ
う
。
セ
ロ
弾
き
は
、
こ
の
時
、
子
ね
ず
み
の
危
険
に
は
、
全
く
無
頓
着
で
、
頼
ま
れ
た
か
ら
い
や
い
や
や
る
と
言
っ
た
様
子
に
終
始
し
て
い

る
。
む
し
ろ
、
子
ね
ず
み
の
危
険
や
母
ね
ず
み
の
心
配
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
風
情
さ
え
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
も
、
猫
や
か
っ

こ
う
の
は
な
し
と
共
通
す
る
よ
う
な
セ
ロ
弾
き
の
意
地
悪
さ
の
よ
う
な
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。｢

ゴ
ー
シ
ュ｣

で
は
、
治
っ

た
後
、
親
子
の
ね
ず
み
に

｢

パ
ン｣

を
与
え
る
親
切
な
優
し
い
ゴ
ー
シ
ュ
の
姿
が
追
加
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
印
象
で
セ
ロ
弾
き
像
も
見
ら

れ
が
ち
だ
が
、
し
か
し
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
中
の
セ
ロ
弾
き
は
、
決
し
て
相
手
の
こ
と
を
思
い
や
る
よ
う
な
優
し
い
人
物
で
は
な
い
、

む
し
ろ
底
意
地
の
悪
い
と
こ
ろ
も
も
っ
た
人
物
と
し
て
、
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

二
〇
〇



５

下
手
で
は
な
い
セ
ロ
弾
き

そ
れ
で
は
、
こ
の
セ
ロ
弾
き
の
技
量
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

先
に
見
た
と
お
り
、
こ
の
セ
ロ
弾
き
は
、
自
分
が
音
楽
家
で
あ
る
こ
と
に
自
信
と
優
越
感
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
実
際
の
セ
ロ
弾
き
の
技

量
に
見
合
う
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
相
手
が
猫
・
か
っ
こ
う
・
ね
ず
み
と
い
っ
た
小
動
物
で
あ
る
た
め
に
技
量
以
上
の
優
越
意
識
と

な
っ
て
い
た
の
か
、
を
も
確
か
め
て
お
こ
う
。

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣
で
は
、
冒
頭
部
で
語
り
手
は
、
は
っ
き
り
と

｢

仲
間
の
楽
手
の
な
か
で
は
い
ち
ば
ん
下
手
で
し
た｣

と
語
っ
て

い
る
。
こ
の

｢

下
手｣

さ
が
、
物
語
を
動
か
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

で
は
、
語
り
手
は
、
セ
ロ

弾
き
の
技
量
・
実
力
に
つ
い
て
直
接
に
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
セ
ロ
弾
き
が

｢

上
手｣

と
も

｢

下
手｣

と
も
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
実

際
は
ど
う
な
の
か
、
は
な
し
の
な
か
の
実
際
の
演
奏
か
ら
考
え
て
見
よ
う
。

猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
セ
ロ
弾
き
は
、
猫
か
ら

｢
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト｣

の
リ
ク
エ
ス
ト
を
受
け
、｢

さ
う
か
。
で
は
や
る
よ
。｣

と
言
っ
て
、｢

譜
の
い
ち
ば
ん
し
ま
ひ
か
ら
逆
に
前
の
方
へ｣
弾
き
は
じ
め
て
い
る
。
こ
こ
は
、
黒
イ
ン
ク
の
第
一
形
態
で
は
、
ま
ず

｢

セ
ロ

弾
き
は
弾
き
は
じ
め
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
じ
つ
に
へ
ん
な
曲
を
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
譜
の
い
ち
ば
ん
し
ま
ひ
か
ら
逆
に
…
…｣

と
書
き
、

同
じ
筆
記
具
で
、｢

へ
ん
な
曲｣

の
一
節
を
削
除
し
て
、｢

セ
ロ
弾
き
は
、
譜
の
い
ち
ば
ん
し
ま
ひ
か
ら
逆
に
…
…｣

と
手
入
れ
し
て
い
る
。
こ

の
推
敲
は
、｢

へ
ん
な
曲｣

と
、
逆
弾
き
し
て
い
る
曲
と
の
曖
昧
さ
を
避
け
る
た
め
の
手
入
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
手
入
れ
に
よ
り
、
セ
ロ
弾
き

が
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア
を
、｢

譜
の
い
ち
ば
ん
し
ま
ひ
か
ら
逆
に
前
の
方
へ｣

弾
い
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア
は
、
有
名
な
曲
だ
か
ら
、
普
通
の
セ
ロ
弾
き
は
す
ぐ
に
も
弾
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
曲
の
末
尾

か
ら
逆
に
前
の
方
へ
、
お
そ
ら
く
初
見
で
弾
く
と
い
う
の
は
、
相
当
な
技
術
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と
考
え

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(

１)

二
〇
一



ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、｢

下
手
な｣

ゴ
ー
シ
ュ
は
、
楽
長
に

｢

あ
ん
な
曲｣

と
い
わ
れ
る

｢

印
度
の
虎
狩
り｣

を
譜
面
通
り
に
弾
い
て
い
る
。

か
っ
こ
う
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、
ド
レ
ミ
フ
ァ
を
教
わ
り
た
い
と
言
っ
て
き
た
か
っ
こ
う
が
、
第
一
形
態
で
は
、｢

あ
ゝ
よ
か
っ
た
。
さ
あ
、

ド
レ
ミ
フ
ァ
が
で
き
た
ぞ
。｣

と
言
い
な
が
ら
帰
っ
て
行
こ
う
と
す
る
。
こ
れ
へ
の
手
入
れ
で
は
、
帰
れ
と
言
わ
れ
た
の
で
慌
て
て
帰
ろ
う
と

す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
、
成
果
に
は
触
れ
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
か
っ
こ
う
の
求
め
る
ド
レ
ミ
フ
ァ
の
音
程
を
正
確
に
教
え
て
い

た
、
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、｢

下
手
な｣

ゴ
ー
シ
ュ
は
、｢

で
き
た
ぞ｣

で
は
な
く
、
か
っ
こ
う
に

｢

あ
な
た
の
は

い
ゝ
や
う
だ
け
れ
ど
も
す
こ
し
ち
が
ふ
ん
で
す
。｣

と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。

ね
ず
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、
ね
ず
み
の
母
親
に
、
セ
ロ
の

｢

あ
ん
ま｣

で
子
ね
ず
み
の
病
気
を
治
し
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
る
。
断
っ
て
い

た
が

｢

床
に
ひ
ヾ
く
と
お
ま
へ
た
ち
の
病
気
が
な
ほ
る
と
い
ふ
の
か
。
よ
し
わ
か
っ
た
や
っ
て
や
ら
う｣

と
い
っ
て
セ
ロ
を
ひ
く
こ
と
に
な
る
。

セ
ロ
の
Ｆ
字
孔
か
ら
胴
の
中
に
入
れ
て

｢
何
と
か
ラ
プ
ソ
デ
ィ
と
か
い
ふ
も
の
を
ご
う
ご
う
が
あ
が
あ｣

弾
く
と
、
子
ね
ず
み
は
、
こ
の
響
き

に
共
振
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
セ
ロ
の
外
に
出
さ
れ
て
か
ら
も

｢

ぶ
る
ぶ
る
ぶ
る
ぶ
る｣

ふ
る
え
て
い
た
。
し
か
し
、｢

に
は
か
に｣

治
っ
て
起

き
あ
が
っ
て
走
り
だ
す
。
ま
さ
に
、
セ
ロ
弾
き
の
セ
ロ
の
響
き
に
よ
っ
て
治
療
さ
れ
た
わ
け
だ
。
母
ね
ず
み
の
言
に
よ
れ
ば
、
セ
ロ
弾
き
は
、

｢

毎
日
あ
ん
な
に
上
手
に
み
ん
な
の
病
気
を
な
ほ
し
て｣
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
セ
ロ
弾
き
は
毎
日
毎
日

｢

ご
う
ご
う
が
あ
が
あ｣

と
床

に
ひ
び
く
音
を
出
し
、
そ
れ
が
動
物
た
ち
の
治
療
に
役
立
っ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
響
き
は
相
当
に
大
き
く
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
あ
ん
ま
の
代
わ
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
は
、
そ
の
響
き
か
ら
の
振
動
が
規
則
的
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も

必
要
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
音
を
出
せ
る
セ
ロ
弾
き
は
、
少
な
く
と
も
初
心
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
毎
日
直
せ
る
の
だ
か
ら

｢

下
手｣

で
は
な
い
こ
と
も
確
か
だ
ろ
う
。

三
つ
の
は
な
し
の
検
討
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
少
な
く
と
も
初
心
者
や

｢
下
手｣

で
は
な
い
、
相
当
の
技
量
と
実
力
が
こ
の
セ
ロ
弾
き

に
は
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

音
楽
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
と
し
て
の
自
信
や
プ
ラ
イ
ド
は
、
こ
の
よ
う
な
セ
ロ
弾
き
の
力
量
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

二
〇
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る
の
で
あ
る
。

注

(

１)
｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

は
、『

新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集』

、
ち
く
ま
文
庫
版

『

宮
沢
賢
治
全
集』

、『

宮
沢
賢
治
コ
レ
ク
シ
ョ
ン』

に
お
い
て
も
本
文

化
・
準
本
文
化
は
さ
れ
て
い
な
い
。

(

２)

こ
の
作
品
題
名
列
挙
メ
モ
が
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
成
立
時
期
の
推
定
に
関
連
す
る
。
次
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。

(

３)

校
異
で
は
、
⑥
番
目
と
し
て
、｢

や
や
濃
い
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
・
ペ
ン
お
よ
び
墨
・
毛
筆｣

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
筆
記
具
に
つ
い
て
は
、

ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
⑤
の
段
階
と
判
然
と
し
た
区
別
が
つ
け
に
く
い
こ
と
、
ま
た
墨
も
例
外
的
に
数
カ
所
用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
の
で
、
第
⑤
段
階
に
含
め
て
考
え
て
も
よ
い
と
判
断
し
た
。

(

４)
｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
登
場
す
る
動
物
の
表
記
は
、
ね
ず
み
の
場
合

｢

ね
づ
み｣

と

｢

ね
ず
み｣

、
猫
の
場
合

｢

猫｣

と

｢

ね
こ｣

、
か
っ
こ
う
の
場
合

｢
か
く
こ
う｣

と

｢

か
っ
こ
う｣

と
い
う
よ
う
に
複
数
混
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
場
面
に
よ
る
使
い

分
け
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
ね
ず
み
は

｢

ね
づ
み｣

、
猫
は

｢

猫｣

、
そ
し
て
か
っ
こ
う
は

｢

か
く
こ
う｣

の
使
用
が
優
勢
で
あ
る
。
そ
の
後
、

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ
の
推
敲
過
程
で
、
新
た
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
は
、｢

ね
ず
み｣

、｢

猫｣

、｢

か
っ
こ
う｣

に
統
一
的
に
さ
れ
て
い
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

段
階
で
書
か
れ
た
も
の
の
修
正
に
ま
で
は
手
が
回
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
宮
沢
賢
治
16
歳

(

盛
岡

中
学
４
年
生)

の
時
、
１
９
１
２

(

大
正
元)

年
10
月
刊
行
の
、『

最
新
動
物
学
教
科
書』

(

丘
浅
次
郎
著
、
六
盟
館
刊)

に
は
、｢

ね
ず
み｣

、｢

く
わ

く
こ
う｣

と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
宮
沢
賢
治
の
仮
名
づ
か
い
は
、
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

で
の
使

用
例
に
合
わ
せ
て
、
引
用
以
外
は

｢

ね
ず
み｣

、｢

猫｣

、｢

か
っ
こ
う｣

の
表
記
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

(

５)
｢

青
い｣

は
、
黒
イ
ン
ク
に
よ
る
手
入
れ
時
の
追
加
。
三
毛
猫
の
青
い
ト
マ
ト
の
運
搬
と
呼
応
さ
せ
る
た
め
の
手
入
れ
で
あ
る
。

｢

セ
ロ
弾
き
の
は
な
し｣

か
ら

｢

セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ｣

へ

(

１)

二
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