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宮
沢
賢
治

『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
論

―
―
小
十
郎
の
持

つ
二
面
性
―
―

一
、
語
り
手
の
語
る
物
語
―

一
方
向
へ
と
導
く
語
り
手
―

『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
の
物
語
は

「私
」
と
い
う
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら

（
１
）

れ
る
が
、
こ
の
語
り
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
早
く
か
ら
言
及
さ
れ
て
き

た
。
原
子
朗
氏
、
続
橋
達
雄
氏
は
、
こ
の
語
り
の
面
白
さ
、
物
語
を
生
き
生

き
さ
せ
る
効
果
を
そ
れ
ぞ
れ
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
田
近
洵

一
氏
は

「
現

実

の
語
り
手
賢
治
と
虚
構

の
語
り
手
と
の
分
裂
」
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を

「
賢
治
の
孤
独
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
他
の
論
で
も
、
語
り
単
独

で
の
考
察
や
、
作
者
と
の
関
わ
り

へ
の
言
及
が
目
立
ち
、
こ
の
作
品
の
本
文

自
体
を
読
解
す
る
上
で
は
、
特
に
重
点
を
置
か
れ
な
い
こ
と
が
多
か

っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
木
村
功
氏
は
、
熊
と
小
十
郎
の
関
係
を
考
え
る

上

で
、
「
従
来
の
研
究

で
は
語
り
手
の
姿
勢
に
疑
念
を
抱
く
こ
と
が
な
い
」

（
ｏ́
）

と
し
て
従
来
論

へ
の
疑
間
を
呈
し
た
。
本
稿
も
、
語
り
手
の
存
在
を
考
慮
し

な
が
ら
本
文
読
解
を
す
す
め
る
べ
き
だ
と
い
う
点
で
、
こ
の
木
村
氏
の
論
と

同
じ
方
向
性
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
木
村
氏
は
熊
と
小
十
郎
と
の

西

村

真

由

美

関
係
に
お
い
て
の
み
、
語
り
手
の
姿
勢
を
問
題
視
し
て
い
る
が
、
金
“
り
手

の
姿
勢
〉
は
そ
の

一
点
に
限

っ
て
関
係
す
る
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
考

察
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
語
り

の
特
徴
を
改
め
て
捉
え
て
い
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
作
品
の
語
り
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
と
に
か

く
」
と
い
う
語
の
多
用
で
あ
る
。

。
「
間
ち
が

っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
私
は
さ
う
思
ふ
の
だ
。

と
に
か
く
な
め
と
こ
山
の
熊
の
胆
は
名
高
い
も
の
に
な

っ
て
ゐ
る
。
」

。
「
そ
れ
か
ら
あ
と
の
景
色
は
僕
は
大
き
ら
い
だ
。
け
れ
ど
も
と
に
か
く

お
し
ま
ひ
小
十
郎
が
ま

っ
赤
な
熊

の
胆
を
せ
な
か
の
木

の
ひ

つ
に
入
れ

て
」

・
「
そ
れ
か
ら
あ
と
の
小
十
郎
の
心
持
は
も
う
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
と

に
か
く
そ
れ
か
ら
三
日
目
の
晩
だ

っ
た
。
」

語
り
手
は
、
こ
の
語
を
多
用
し
て
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
語
り
た
く
な
い
こ

と
は
省
略
し
な
が
ら
、
自
分
の
語
り
た
い
事
を
無
理
や
り
に
で
も
語
り
続
け



て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
こ
の
語
り
の
強
引
さ
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
「
と
に
か
く
」
を
用
い
る
語
り
は
こ
の
作
品
に
限

っ
た
こ
と
で

は
な
く
、
童
話

『
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校

の
豚
』
や
初
期
短
編

の

『秋
田
街

道
』
に
も
同
様
の
例
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
作
品
中

一

回
の
み

「
と
に
か
く
」
が
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
『
な
め
と
こ
山
の
熊
』

で
は
作
品
冒
頭
部
か
ら
最
終
場
面
ま
で
、
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
こ
の
作
品
の
語
り
は
よ
り
強
引
に
な

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
な
め
と
こ
山
の
雄
大
な
自
然
を
語

っ
た
後
で
、
「
ほ
ん
た
う

は
な
め
と
こ
山
も
熊
の
胆
も
私
は
自
分
で
見
た
の
で
は
な
い
。
」
と
、
突
如

「熊
の
胆
」
と
い
う
商
品
を
提
示
し
て
く
る
と
い
う
唐
突
性
も
特
徴
的
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
「熊
捕
り
の
名
人
」
と
小
十
郎
を
紹
介
し
た
後
、
「
そ
こ
で
あ

ん
ま
り

一
ぺ
ん
に
云

っ
て
し
ま

っ
て
悪
い
け
れ
ど
も
」
と
い
い
な
が
ら
も
、

何
の
説
明
も
な
し
に

「
な
め
と
こ
山
あ
た
り
の
熊
は
小
十
郎
を
す
き
な
の

だ
。
」
と
い
う
信
じ
難
い
事
象
を
突
然
語
る
こ
と
か
ら
も
、
語
り
の
強
引
さ

が
非
常
に
特
徴
的
な
こ
と
が
伺
え
る
。

こ
の
よ
う
な
語
り
手
で
あ
る
限
り
、
そ
の
役
割
は
、
た
だ
物
語
を
進
行
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
終
り
え
な
い
。

。「そ
れ
か
ら
あ
と
の
景
色
は
関
回
天
ま
赦
崚
な
。」、

。
「
と
こ
ろ
が
こ
の
豪
儀
な
小
十
郎
が
ま
ち

へ
熊
の
皮
と
胆
を
売
り
に
行

く
と
き
の
み
ぢ
め
さ
と
云

っ
た
ら
全
く
気
の
毒
だ

っ
た
。
」

ｏ
「
日
蔀

は
町
の
み
ん
な
の
中
に
ゐ
る
か
ら
な
か
な
か
能
にヽ
食
は
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
こ
ん
な
い
や
な
づ
る
い
や

つ
ら
は
世
界
が
だ
ん
だ
ん
進
化
す

る
と
ひ
と
り
で
消
え
て
な
く
な

っ
て
行
く
。
閥
□
し
ば
ら
く
の
間
で
も

洲
刻
鋼
劃
Щ
測
川
劇
¶
ＩＩ
則
が
「
目
「
『
「
引
測
劃
劉
利
ｑ
川
劇
日
Ⅵ
到
潤
劇
コ
＝
「

や
つ
に
う
ま
く
や
ら
れ
る
こ
と
を
書
い
た
の
が
実
に
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ

て
た
ま
ら
な
い
。
」

こ
の
語
り
手
は
、
時
折

一
人
称
を

「
私
」
か
ら

「
僕
」
に
変
え
て
、
「大
き

ら
い
」
等
の
自
ら
の
意
思
を
表
出
し
て
く
る
存
在
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
小

十
郎
を

「豪
儀
」
で

「
み
ぢ
め
」
で

「
気
の
毒
」
な
存
在
と
し
て
捉
え
、
そ

ん
な
彼
を

「立
派
」
と
し
、
「
い
や
な
や

つ
」
で
あ
る
荒
物
屋
の
主
人
と
対

比
的
に
評
す
る
と
い
う
主
観
性
を
も
露
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
観
を
持
ち
、
「
と
に
か
く
」
と
繰
り
返
し
な
が
ら
強
引

に
物
語
を
す
す
め
る
こ
の
語
り
手
は
、
明
ら
か
に
こ
の
物
語
を
自
分
の
伝
え

た
い

一
方
向

へ
と
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

語
り
手
が
伝
え
た
い
小
十
郎
像
は
、
読
み
手
に
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の

「立
派
」
な
小
十
郎
が
熊
に
殺
さ
れ
な
が
ら

「
熊

ど
も
ゆ
る
せ
よ
」
と
思
い
つ
つ
死
ん
で
い
き
、
熊
た
ち
が
小
十
郎
の
遺
体
を

弔
う
よ
う
に
囲
む
展
開
と
な
る
時
、
読
者
の
感
動
を
誘
導
す
る
機
能
を
果
た

す
。
し
か
し
、　
一
方
で
、
そ
の
分
読
解
が
単

一
化
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
外

の
読
み
が
疎
か
に
な

っ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
従
来
の
論

で
は
、
小
十
郎
像
に
し
て
も
、
「豪
儀
」
で

「
み
ぢ
め
」
で
、
荒
物
屋
の
主

人
と
は
対
比
的
な
人
物
、
と
い
う
語
り
手
の
強
調
す
る
枠
を
超
え
ら
れ
て
い

な
い
感
が
否
め
な
い
。
し
か
し
、
見
て
き
た
よ
う
な
語
り
の
特
徴
を
考
え
る

と
、
こ
の
語
り
手
の
強
調
し
て
語
ろ
う
と
す
る
も
の
ば
か
り
に
着
目
し
て
い

て
は
、
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
小
十
郎
と
い
う
主
人
公
に
つ
い
て
、
語
り
手
が
強
く



押
し
進
め
よ
う
と
す
る

一
方
向
の
枠
を

一
旦
は
ず
し
、
本
文
の
一
語

一
語
を

詳
細
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、　
一
面
的
な
解
釈
に
と
ど
ま
ら
な
い

読
み
を
目
指
し
た
い
。

二
、
小
十
郎
は
何
者
か
　
―
そ
の
曖
昧
な
立
場
―

こ
の
物
語
は
小
十
郎
と
い
う
男
を
中
心
に
展
開
し
、
熊
と
の
関
係
に
お
い

て
彼
の
抱
く
苦
悩
が
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
こ
の
男
は
、　
一
体

（
６
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

何
者
な
の
か
。
西
田
良
子
氏
、
続
橋
達
雄
氏
、
三
井
敏
郎
氏
ら
は
小
十
郎
を

山
男
だ
と
し
、
田
近
洵

一
氏
も
、
山
男
の
系
統
の
存
在
と
捉
え
て
い
る
。　
一

方

で
、
「
伝
承
の

《荒
猟
師
》
の
狩
り
の
姿
そ
の
も
の
」
と
述

べ
る
天
沢
退

二
郎
氏
の
よ
う
（に

、
小
十
郎
を
猟
師
と
し
て
捉
え
る
説
も
あ
る
。
森
井
弘
子

氏
も
小
十
郎
は
山
男
で
は
な
く
猟
師
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
木
村
功
氏
は
、

小
十
郎
を

マ
タ
ギ
だ
と
捉
え
て
い
る
。　
一
体
、
小
十
郎
は
山
男
か
、
猟
師
か
、

そ
れ
と
も

マ
タ
ギ
か
。

ま
ず
、
柳
田
國
男
は

『
山
の
人
生
』
に
お
い
て
、

マ
タ
ギ
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
マ
タ
ギ
は
東
北
人
及
び
ア
イ
ヌ
の
語
で
、
猟
人
の
こ
と
で
あ
る
が
、
奥

羽
の
山
村
に
は
別
に
小
さ
な
部
落
を
な
し
て
、
狩
猟
本
位
の
古
風
な
生
活

を
し
て
い
る
者
に
此
名
が
あ
る
。
（中
略
）

マ
タ
ギ
は
冬
分
は
山
に
入

つ

て
、
雪
の
中
を
幾
日
と
無
く
旅
行
し
、
熊
を
捕
れ
ば
其
肉
を
食
ひ
、
皮
と

熊
胆
を
附
近
の
里

へ
持

つ
て
出
て
、
穀
物
に
交
易
し
て
又
山
の
小
屋

へ
還

る
。
」

こ
の
記
述
と
小
十
郎
は
確
か
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
又
、
彼
の
持

つ
小
刀
は

マ
タ
ギ
の
コ
ヨ
リ
と
よ
ば
れ
る
刀
と
共
通
す
る
し
、
彼
が
連
れ
て
い
る
大
も

マ
タ
ギ
イ
ヌ
の
存
在
と
重
な
和
。
し
か
し
ヽ
小
十
郎
は
熊
の
肉
を
食
べ
な
い
。

さ
ら
に
マ
タ
ギ
は
シ
カ
リ
と
呼
ば
れ
る
頭
目
を
頭
に
、
団
体
で
熊
捕
り
を
行

い
マ
タ
ギ
村
を
作

っ
て
い
る
が
、
小
十
郎
に
は
仲
間
の
影
は
皆
無
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
小
十
郎
を
造
形
す
る
の
に
賢
治
が

マ
タ
ギ
か

ら
着
想
を
得
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
完
全
に
小
十
郎
が

マ
タ
ギ

そ
の
も
の
だ
と
は
い
え
ず
、
小
十
郎
＝
マ
タ
ギ
、
と
簡
単
に
済
ま
す
こ
と
は

で
き
な
い
。

一
方
、
小
十
郎
と
共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
る
の
が
、
山
男
ら

〈山
中
の
異

人
〉
た
ち
の
存
在
で
あ
る
。

「
淵
沢
小
十
郎
は
す
が
め
の
結
黒
い
ご
り
ご
り
し
た
お
や
じ
で
胴
は
小
さ

な
日
ぐ
ら
ゐ
は
あ

っ
た
し
掌
は
北
島
の
毘
沙
門
さ
ん
の
病
気
を
な
ほ
す
た

め
の
手
形
ぐ
ら
ゐ
大
き
く
厚
か

っ
た
。
」

こ
の
体
の
特
徴
は
、
賢
治
童
話
に
お
け
る
山
男
た
ち
と
共
通
す
る

（《表
１
》

参
照
）
。
《表
１
》
の
よ
う
に
、
赤
い
顔
、
巨
大
な
身
体
、
ば
さ
ば
さ
の
髪
、

黄
金
色
の
眼
玉
が
賢
治
童
話
で
の
山
男
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ

の
う
ち
小
十
郎
は
、
赤
さ
と
巨
大
さ
と
い
う
二
点
を
満
た
し
て
い
る
。
ま
た

こ
の
特
徴
は
、
伝
承
に
み
ら
れ
る
山
男
と
も
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
柳

田
國
男
は

『
山
の
人
生
』
の
中

で
、
「
是
非
と
も
知
ら
せ
て
お
き
た
い
山
人

の
特
質
」
と
し
て
、
「顔
ば
か
り
か
肌
膚
全
体
が
赤
か

つ
た
と
い
う
噂
さ

へ

残

つ
て
居
る
。
」
と
、
顔
に
限
ら
ぬ
皮
膚
全
体
の
赤
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
巨
大
さ
に

つ
い
て
も

『
遠
野
物
語
』
三
〇
の

「
三
尺
ば
か
り
の
草

履
」
、
『遠
野
物
語
拾
遺
』

一
〇
四
の

「
長
さ
六
尺
も
あ
ら
う
か
と
思
ふ
」
大



『
さ
る
の
こ
し
か
け
』

『
種
山
ヶ
原
』

『
お
き
な
ぐ
さ
』

『祭
の
晩
』

『
紫
紺
染
に
つ
い
て
』

『狼
森
と
宗
森
、
盗

人
森
』

『山
男
の
四
月
』

「
見
る
と
、
茶
色
の
ば
さ
ば
さ
の
髪
と
巨
き
な
赤
い

が
」

「山
男
が
檜
の
木
の
う
し
ろ
か
ら
劃

っ‐
州
洲
囲
を

一
寸

出
し
ま
し
た
。
」

「
な
ぜ
あ
の
勤
ん
だ
黄
金
の
眼
玉
を
地
面
に
ぢ
っ
と
向

け
て
ゐ
る
の
で
せ
う
。
」

「隣
の
頑
丈
さ
う
な
大
き
な
男
に
ひ
ど
く
ぶ
っ
つ
か
り

ま
し
た
ら
、
そ
れ
は
古
い
白
縞
の
単
物
に
、
変
な
蓑
の

や
う
な
も
の
を
着
た
、
囲
の‐
側
ぼ

っ‐
ｄ
州
国
列
で
、
」

「
そ
の
男
の
広
い
肩
は
み
ん
な
の
中
に
見
え
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
」

「
ゆ
つ
く
り
と
空
降
り
て
来
た
の
は
黄
金
色
目
玉
あ
か

つ
ら
の
西
根
山
の
山
男
で
し
た
。
」

「そ
れ
は
昨
日
の
夕
方
囲
の‐
劃
っ‐
洲
測
蓑
を
着
た
劇
剖

な
男
が
来
て
」

「
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、　
ま
ん
な
か
に
は
、

黄
金
色

‘
郎
を
し
た
、
劇
釧
釧
つ――
洲
酬
山
男
が
、
あ
ぐ
ら
を
か

い
て
座
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
し
て
み
ん
な
を
見
る
と
、

大
き
な
口
を
あ
け
て
バ
ア
と
云
ひ
ま
し
た
。」

「山
男
は
顔
引
劃
つ―
刑
に
し
、
月
剖
司
司
を
に
や
に
や

ま
げ
て
よ
ろ
こ
ん
で
、
」

《表
１
》
賢
治
童
話
に
お
け
る
山
男
の
外
見

き
な

「
山
男
の
草
履
」
な
ど
、
そ
の
足
の
大
き
さ
に
よ
り
、
体
の
巨
大
さ
を

強
調
し
て
い
る
例
が
み
ら
れ
魏
。
赤
く
、
掌
が
巨
大
と
い
う
彼
の
身
体
は
山

男
的
で
あ
り
、
さ
ら
に

「
す
が
め
」
で
あ
る
こ
と
は

『
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』

の
馬
車
別
当
と
共
通
し
て
い
る
。
小
十
郎
の
風
貌
は
、
た
だ
の
猟
師
や

一
般

人
と
は
異
な
る

〈山
中
の
異
人
〉
的
な
も
の
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
小
十
郎
が
里
人
や
町
人
か
ら
差
別
さ
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
こ
と
も
、
山
男
た
ち
と
共
通
し
て
い
る
。
「
里

へ
出
て
も
誰
も
相
手

に
し
ね
え
。
」
と
言
い
、
町
で
は
店
の
者
に

「
又
来
た
か
と
い
ふ
や
う
に
う

す
わ
ら
」
わ
れ
る
小
十
郎
は
、
『
祭
の
晩
』
の
、
自
ら
の
素
性
を
あ
か
そ
う

と
し
な
い
山
男
や
、
「
町

へ
は
い
っ
て
行
く
と
す
れ
ば
、
化
け
な
い
と
な
ぐ

り
殺
さ
れ
る
。
」
と
考
え
て
、
木
こ
り
に
化
け
る

『
山
男
の
四
月
』
の
山
男

と
同
じ
、
差
別
さ
れ
る
立
場
に
あ
る
。
柳
田
國
男
は

『
山
の
人
生
』
で
、

マ

タ
ギ
に
つ
い
て
、
「岩
手
秋
田
青
森
の
諸
県
に
於
て
、
平
地
に
住
む
農
民
た

ち
が
、
や
ゝ
之
を
異
種
族
視
し
て
居
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
」
と
記
し
て

は
い
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、

マ
タ
ギ
が
小
十
郎
ほ
ど
の
差
別
を
受
け
て

い
る
記
述
は
見
出
せ
な
か

っ
た
。
ま
た
、
柳
田
國
男
は
農
民
と

マ
タ
ギ
と
を
、

「
名
称
以
外
に
は
明
白
に
二
者
を
差
別
す
べ
き
も
の
は
な
い
」
と
い
う
が
、

小
十
郎
の
立
場
は
は

っ
き
り
と
里
の
者
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の

一
文
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

「
里
の
方
の
も
の
な
ら
麻
も

つ
く

っ
た
け
れ
ど
も
、
小
十
郎
の
と
こ
で
は

わ
づ
か
藤

つ
る
で
編
む
入
れ
物
の
外
に
布
に
す
る
や
う
な
も
の
は
な
ん
に

も
出
来
な
か

っ
た
の
だ
。
」

小
十
郎
は
自
分
を

「猟
師
」
と
い
う
。
が
、
『
ひ
か
り
の
素
足
』
の
中

で
、



雪
の
中
遭
難
し
瀕
死
状
態
で
あ

っ
た

一
郎
が
息
を
吹
き
返
す
場
面
に
登
場
す

る

「犬
の
毛
皮
を
着
た
猟
師
」
に
つ
い
て
は
小
十
郎
の
よ
う
な
身
体
描
写
は

み
ら
れ
な
い
上
、
村
人
で
あ
る

一
郎
の
家
族
か
ら
差
別
さ
れ
て
い
る
感
も
な

い
。
さ
ら
に
、
小
十
郎
が
町
の
荒
物
屋
で

「
い
か
の
切
り
込
み
を
手
の
甲
に

の
せ
て
べ
ろ
り
と
な
め
」
る
の
も
、
『
紫
紺
染
に
つ
い
て
』
の
山
男
と
も
共

通
す
る
、
極
め
て
山
男
的
な
飲
食
の
様
子
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
生
業
は
マ
タ

ギ
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
風
貌
や
立
場
は
多
分
に
山
男
的
な
男
と

し
て
造
形
さ
れ
た
の
が
、
小
十
郎
と
い
う
存
在
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
多
分
に
山
男
と
の
共
通
性
を
持

つ
小
十
郎
だ
が
、
で
は
、

彼
は
山
男
だ
と
し
て
済
ま
せ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
思
わ
れ
な

い
。
こ
こ
で
小
十
郎
の
身
な
り
に
着
目
し
よ
う
。

「
小
十
郎
は
夏
な
ら
菩
提
樹
の
皮
で
こ
さ
え
た
け
ら
を
着
て
は
む
ば
き
を

は
き
」

一
方
、
山
男
た
ち
は

『
祭
の
晩
』
や

『紫
紺
染
に
つ
い
て
』
で
み
ら
れ
る
よ

う
に

「
蓑
」
を
着
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
他
に
は

「
夜
具
」
を
綿
入
れ
の
代

り
に
着
る
と
い
う
よ
う
な
、
異
様
な
格
好
が
描
か
れ
る
。
で
は
小
十
郎
の
こ

の
身
な
り
は
マ
タ
ギ
と
共
通
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

マ
タ
ギ
の
身
な
り
を

調
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
「
は
む
ば
き
」
は

「
労
働
、
徒
歩
等
の
際
、
腫
に

着
け
る
」
も
の
製
、

マ
タ
ギ
も
こ
れ
を
着
け
て
い
初
。
賢
治
作
品
の
中
で
も

「
イ
ー
ハ
ト
ー
ボ
の
こ
ど
も
た
ち
」
（詩

『
山
の
晨
明
に
関
す
る
童
話
風
の
構

想
し

か
ら

「
地
主
気
取
り
」
の
男

（詩

『地
主
し

ま
で
、
幅
広
く
用
い
ら

れ
て
い
る
。
が
、
問
題
は

「
け
ら
」
の
方
で
あ
る
。

マ
タ
ギ
の
服
装
は
地
方

に
よ

っ
て
も
多
少
異
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ボ
ト
や
コ
ギ

（共
に
上
衣
）

や
、

マ
タ
ギ
ブ

ン
ド
ク
と
い
う
綿
入
れ
の
短
衣
、
毛
皮
な
ど
が
そ
の
代
表
的

な
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
昭
和
七
年
に
編
纂
さ
れ
た

「根
子
部
落
之
概

要
」
に
は
、

マ
タ
ギ
の
服
装
と
し
て

「
「
ツ
ゞ
レ
」
傘
翻
者
注

¨
布
製

の
短

衣
）

二
布
袴
ヲ
履
キ
毛
皮
編
笠
毛
足
袋
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
が
、
「
け
ら
」

を

つ
け
て
い
る
と
い
う
表
記
は
確
認
で
き
な
い
。
で
は
、
「
け
ら
」
と
は
ど

の
よ
う
な
人
々
の
身
な
り
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
《表
２
》
を
見
る
と
、
賢

治
作
品
で
は

「
け
ら
」
は
村
人

・
里
人
と
い
っ
た
農
民
の
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
け
ら
」
は
農
民
の
象
徴
と
し
て
機
能
し

て
お
り
、
そ
れ
は

『十
月
の
末
』
で
何
度
も

「
け
ら
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ

と
か
ら
も
分
か
る
。
そ
の

「
け
ら
」
を
小
十
郎
が
身
に
つ
け
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
触
れ
て
お
く
と
、
原
子
朗
氏
の

『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
に
は
、

「
け
ら
」
は

「蓑
」
を
示
す
東
北
方
言
で
、
「蓑
」
と

「
け
ら
」
に
差
異
は
な

い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
が
、
賢
治
は

「蓑
」
と

「
け
ら
」
と
い
う
用
語

を
明
ら
か
に
区
別
し
て
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
《表
２
》
と

《表
３
》

を
併
せ
て
見
る
と
、
ま
ず
こ
の
二

つ
を
方
言
と
標
準
語
と
い
う
違
い
に
よ

っ

て
使
い
分
け
、
地
方
色
の
強
い
作
品
に
東
北
方
言
で
あ
る

「
け
ら
」
を
用
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
表
の
通
り
、
「
け
ら
」
で
も
舞
台

が
東
北
と
特
定

で
き
ず
、
会
話

に
方
言
が
使
わ
れ
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、

「
蓑
」
で
も
会
話
が
方
言
で
あ

っ
た
り
、
東
北
が
舞
台
で
あ
る
こ
と
は
あ
る
。

原
氏
は
、
「
け
ら
」
は

「
農
民
た
ち
の
雨
天
時
の
代
表
的
な
服
装
」
と
い

う
が
、
こ
れ
は
雨
天
時
以
外
も
農
民
た
ち
の
身
な
り
と
し
て
よ
く
描
か
れ
る
。

《表
２
》
《表
３
》
で
☆
印
を

つ
け
た
も
の
は
、
晴
天
時
、
★
は
雨
天
時
、
△

は
天
候
の
記
述
が
な
い
時
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
百



《表
２
》
賢
治
作
品
に
み
ら
れ
る

「
け
ら
」
の
記
述

《表
３
》
賢
治
作
品
に
み
ら
れ
る

「蓑
」
の
記
述

☆

『山
男
の
四
月
』
「け
ら
を
着
た
村
の
人
た
ち
」

☆

『狼
森
と
宗
森
、
盗
森
』
「
四
人
の
、
け
ら
を
着
た
百
姓

た
ち
」

☆

『十
月
の
末
』
「嘉
ツ
コ
の
お
母
さ
ん
は
、
大
き
な
け
ら

を
着
て
」
他

（百
姓
）

☆

『種
山
ヶ
原
』
「
さ
あ
、
俺
の
け
ら
着
ろ
」
（達
二
の
兄
の

言
葉
）

△
詩

『春
と
修
羅
』

「
け
ら
を
ま
と
ひ
お
れ
を
見
る
そ
の
農

夫
」

☆
詩

『小
岩
井
農
場
』
パ
ー
ト
七

「
け
ら
を
き
た
女
の
子
が

ふ
た
り
」
（畑
で
は
た
ら
く
少
女
）

△
詩

〔日
脚
が
ぼ
う
と
ひ
ろ
が
れ
ば
〕
「け
ら
を
着
」
（畑
で

は
た
ら
く
少
女
）

★
詩

『凍
雨
』
「
用
足
た
ち
も
背
蓑

（論
者
注
‥
ル
ビ
あ
り
。

ケ
ラ
）
を
ぬ
ら
し
て
」

★
詩

『秋
』
「
け
ら
を
装
っ
た
年
寄
り
た
ち
」

★
詩

〔く
ら
か
け
山
の
雪
〕
「
け
ら
を
ま
と
ひ
汗
に
ま
み
れ

た
村
人
た
ち
や
」
（※
雨
で
は
な
く
雪
）

用
例

（太
線
部
は
そ
れ
を
着
け
る
者
）

な

し

あ

り

あ

り

あ

り

な

し

な

し

な

し

な

し

な

し

な

し
会
話
に
お
け
る

方
言
の
有
無

『
祭
の
晩
』
「
そ
れ
は
古
い
白
縞
の
単
物
に
、

へ
ん
な
蓑

の
や
う
な
も
の
を
着
た
、

顔
の
骨
ば

っ
て
赤
い
男
」

（山

男
）『紫

紺
染
め
に
つ
い
て
』
「
顔
の
ま

っ
か
な
蓑
を
着
た
大

き
な
男
」
（山
男
）

『
風
の
又
二
郎
』
「
ま
も
な
く
嘉
助
は
小
さ
い
蓑
を
着
て

出
て
き
ま
し
た
。
烈
し
い
風
と
雨
に
ぐ
ち
ょ
ぬ
れ
に
な
り

な
が
ら
」

『虔
十
公
園
林
』
「雨
の
日
」
「蓑
を
着
て
通
り
か
ゝ
る
人

が
笑

っ
て
云
ひ
ま
し
た
」
（村
人
）

『
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
』
「
国
が

耳
ま
で
裂
け
て
、
胸
や
足
は
は
だ
か
で
、
腰
に
厚
い
蓑
の

や
う
な
も
の
を
巻
い
た
ば
け
も
の
」

『
図
書
館
幻
想
』
「
ダ
ル
ゲ
は
灰
色
で
腰
に
は
硝
子
の
蓑

を
厚
く
ま
と

っ
て
ゐ
た
」

用
例

（太
線
部
は
そ
れ
を
着
け
る
者
）

ほ
ぼ
な
し

盛
岡
が
舞
台

あ
り

あ

り
な
し

な
し

方
言

・
地
方
性

の
有
無



姓
の
雨
天
時
に
は

「蓑
」
も

「
け
ら
」
も
共
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
百
姓
の

晴
天
時
に
は
必
ず

「
け
ら
」
で
あ
り
、
「蓑
」
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
が
、

一
方
で
、
山
男
や
ば
け
も
の
た
ち
は
必
ず
雨
天
時
以
外
に

「
蓑
」
を
か
ぶ

っ

て
お
り
、
そ
れ
が
存
在
の
異
様
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
『
図
書
館
幻
想
』
で
、

「途
方
も
な
く
高
」
い
天
丼
の
部
屋
に
い
る
幻
想
的
な
人
物
、
ダ
ル
ゲ
の
着

け
る

「
硝
子
の
蓑
」
と
い
う
極
め
て
空
想
的
な
世
界
で
も
、
「蓑
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
賢
治
童
話
に
お
い
て
、
特
に
雨
天
以
外
の
時
に

は
、
「
け
ら
」
は
百
姓
の
象
徴
、
「蓑
」
は

一
般
人
と
は
異
な
る
存
在
の
象
徴
、

と
い
ぅ
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
が
あ
る
よ
う
だ
。
小
十
郎
は
山
男
と
共
通
性
を

も

っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
小
十
郎
に
は

「蓑
」
が
用
い
ら
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は

「
け
ら
」
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
れ
は
マ
タ
ギ
と
し
て
ど
う
し
て
も
必
要
と
い
う
身
な
り
で
も
な
い
の
で
あ

Ｚり
。小

十
郎
は
マ
タ
ギ
的
な
生
業
を
し
て
い
る
が
、
熊
の
肉
を
食
べ
ず
、
仲
間

を
持
た
ぬ
彼
は
完
全
に
マ
タ
ギ
な
の
で
は
な
く
、
山
男
的
な
特
徴
を
多
く
持

つ
。
し
か
し
、
「
け
ら
」
を
着
る
小
十
郎
は
完
全
に
山
男
で
も
な
い
。
小
十

郎
の
立
場
は
山
男
だ
、
猟
師
だ
、

マ
タ
ギ
だ
、
と
特
定
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
非
常
に
曖
昧
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
来
の
論
の
よ
う
に
、
何
者
か
に

特
定
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
山
男
的
で
里
人
に
差
別
さ
れ
る
存

在
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
里
人
の
象
徴
で
あ
る

「
け
ら
」
を
着
る
と
い

う
こ
の
曖
味
で
特
異
な
描
か
れ
方
に
こ
そ
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。

三
、
小
十
郎
の
着
る

「
け
ら
」
の
意
味

で
は
、
な
ぜ
小
十
郎
は

「
け
ら
」
を
着
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
「
里
の
ほ
う
」
の
も
の
と
は
異
な
り
、
里
人
に
差
別
さ
れ
て
い
る
小
十

郎
が
、
あ
え
て
そ
の
里
人
た
ち
の
象
徴
の

「
け
ら
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
十
郎
と
山
男
が
人
々
か
ら
差
別
さ
れ
て
い
る
点
で
共

通
し
て
い
る
こ
と
は
先
も
触
れ
た
が
、
さ
ら
に
着
目
さ
れ
る
の
が
こ
の

「
け

ら
」
を
身
に
つ
け
る
村
人
、
里
人
、
百
姓
が
、
時
と
し
て
山
男
た
ち
を
迫
害

す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
『
祭
の
晩
』
で
は
町
に
出

て
き
た
山
男
が
村
人
に

「
い
じ
め
ら
れ
て
」
い
る
姿
が
描
か
れ
る
し
、
『
山

男
の
四
月
』
で
は
、
山
男
は

「
町

へ
は
い
っ
て
行
く
と
す
れ
ば
、
化
け
な
い

と
な
ぐ
り
殺
さ
れ
る
。
」
と
思
い
、
本
来
の
山
中

の
姿
か
ら
木
樵
の
姿

へ
と

身
な
り
を
変
え
る
。
ま
た
同
じ

『
山
男
の
四
月
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が

見
ら
れ
る
。

「
山
男
は
び

つ
く
り
し
て
ふ
り
む
い
て
、
「
よ
ろ
し
い
。
」
と
ど
な
り
ま
し

た
が
、
あ
ん
ま
り
じ
ぶ
ん
の
声
が
た
か
ゝ
つ
た
た
め
に
、
円
い
鈎
を
も
ち
、

髪
を
わ
け
下
駄
を
は
い
た
魚
屋
の
主
人
や
、
け
ら
を
着
た
村
の
人
た
ち
が
、

み
ん
な
こ
つ
ち
を
み
て
ゐ
る
の
に
気
が

つ
い
て
、
」

こ
こ
で
は
、
町
中
で
あ
ま
り
に
大
き
い
声
を
出
す
山
男
を
異
端
視
し
て
眺
め

る
村
の
人
た
ち
が

「
け
ら
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
変

装
を
し
て
い
て
も
、
ど
こ
か
村
人
、
町
人
と
は
違
う
も
の
と
し
て
人
目
に
つ

い
て
し
ま
う
山
男
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
ら
は
山
の
外
の
世
界

へ
出
て
く

時
、
町
、
里
、
村
の
人
々
の
社
会
の
中
で
、
極
力
自
ら
の
素
性
を
隠
し
、
迫



害
を
避
け
る
た
め
変
装
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
山
男
的
な

一
面
を
持

っ
て
い
た
小
十
郎
が
着
る

「
け

ら
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
で
小
十
郎
が
自
分
を

「
相
手

に
し
」
な
い
里
人
た
ち
の
身
な
り
で
あ
る

「
け
ら
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
の

も
、
こ
れ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
小
十
郎
が
山
の
外
の
世
界
、
山
男

的
な
自
分
を
い
じ
め
、
迫
害
す
る
世
界
の
中
に
同
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
山
男
的
で
あ
る
自
分
を

相
手
に
せ
ず
差
別
す
る

「
里
の
も
の
」
の
着
る

「
け
ら
」
を
自
ら
わ
ざ
わ
ざ

纏
う
小
十
郎
、
そ
の
彼
の
着
る

「
け
ら
」
に
は
、
彼
が
迫
害
さ
れ
な
が
ら
も

必
死
に
、
自
分
を
差
別
じ
虐
げ
る
世
界
の
中

へ
と
同
化
し
よ
う
と
し
て
い
る

姿
勢
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

四
、
小
十
郎
の
持
つ
二
面
性
―
小
十
郎
の
抱
え
る

〈
汚
さ
〉
―

し
か
し
、
こ
こ
で
も
う

一
点
考
え
る
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
山
男
が

町
で
の
迫
害
を
恐
れ
て
木
樵
に
変
装
す
る
の
に
対
し
、
小
十
郎
は
山
を
歩
い

て
い
る
時
か
ら

「
け
ら
」
を
着
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、

小
十
郎
は

『
山
男
の
四
月
』
の
山
男
の
よ
う
に
、
た
だ
町
で
の
迫
害
を
逃
れ

る
た
め
に

「
け
ら
」
を
着
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
点
で
、
山
男

が
変
装
を
す
る
の
と
、
小
十
郎
の
着
る

「
け
ら
」
と
に
は
微
妙
な
差
異
が
生

じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
小
十
郎
は
着
替
え
を
せ
ず
に
山
の
中
か
ら
の
普
段
の
身
な
り

と
し
て
里
人
の
も
の
で
あ
る

「
け
ら
」
を
着
て
い
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考

え
る
手
が
か
り
と
す
る
た
め
、
荒
物
屋
の
場
面
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
こ
の

場
面
に
つ
い
て
従
来
の
論
で
は
荒
物
屋
の
主
人
と
小
十
郎
の
対
比
が
着
目
さ

れ
る
こ
と
が
主
で
あ

っ
た
。
ま
さ
に
語
り
手
が
強
調
す
る

一
面
に
偏

っ
て
作

品
が
読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
十
郎
と
荒
物
屋
は
対
比
的
と

い
う

一
面
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
小
十
郎
の
荒
物
屋
の
主
人
に
対
す
る
態
度
に

着
目
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
目
に
と
ま
る
の
が

「
町
ね
い
に
敷
板
に
手
を

つ
い

て
云
ふ
の
だ

っ
た
。
」
「
改
め
て
お
じ
ぎ
さ

へ
し
た
も
ん
だ
。
」
と
い
う
よ
う

に
、
荒
物
屋
の
主
人
に
低
姿
勢
な
、
礼
儀
を
尽
く
し
た
態
度
で
接
す
る
小
十

郎
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
十
郎
の
態
度
は
、
彼
が
山
男
的
な

一
面
を

も
持

っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
非
常
に
特
異
で
あ
る
。
賢
治
童
話
中
、
山

男
た
ち
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
礼
儀
を
重
ん
じ
た
行
動
が
描
か
れ
る
こ
と

は
決
し
て
な
い
。
そ
の
中
で
、
赤
く
巨
大
で

「
ご
り
ご
り
し
た
お
や
じ
」
で

あ
る
小
十
郎
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
か
な
り
特
異
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
低
姿
勢
な
態
度
以
上
に
特
異
な
の
は
、
彼
の
食
べ
物
を
前
に
し

た
と
き
の
態
度
で
あ
る
。

。
「
ぢ
ゃ
、
お
き
の
、
小
十
郎
さ
ん
さ

一
杯
あ
げ
ろ
。
」
小
十
郎
は
こ
の
こ

ろ
は
も
う
う
れ
し
く
て
わ
く
わ
く
し
て
ゐ
る
。
（中
略
）
間
も
な
く
台
所

の
方
か
ら
お
膳
で
き
た
と
知
ら
せ
る
。
小
十
郎
は
半
分
辞
退
す
る
け
れ
ど

も
結
局
台
所
の
と
こ
へ
引

っ
ぱ
ら
れ
て
っ
て
ま
た
町
暉
な
挨
拶
を
し
て
ゐ

る
。
」

Ｌ
小
十
郎
は
ち

ゃ
ん
と
か
し
こ
ま

っ
て
そ
こ
へ
腰
掛
け
て
い
か
の
切
り

込
み
を
手
の
甲
に
の
せ
て
べ
ろ
り
と
な
め
た
り
う
や
う
や
し
く
黄
い
ろ
な

酒
を
小
さ
な
猪
口
に
つ
い
だ
り
し
て
ゐ
る
。
」

一
方
山
男
た
ち
の
食
べ
物
を
前
に
し
た
と
き
の
記
述
に
着
目
す
る
と
、
山
男



は
食
べ
物

へ
の
欲
求
に
勝
て
ず
、
理
性
の
き
か
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
る

の
が
常

で
あ
る
。
例
え
ば
、
『祭
の
晩
』
の
山
男
は
、
町
に
出

て
き
て
み
か

け
た
茶
屋
の
団
子
の
誘
惑
に
勝
て
ず
に
、
自
分
が
銭
を
も
た
な
い
こ
と
を
も

忘
れ
て
食
べ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
し
、
『
狼
森
と
宗
森
、
盗
森
』
の
山
男
は
、

百
姓
た
ち
の
供
え
る
粟
餅
ほ
し
さ
に
、
農
具
を
隠
す
と
い
う
悪
戯
を
企
て
る
。

山
男
は
食
べ
物
を
前
に
し
て
理
性
の
き
か
な
い
、
欲
求
の
ま
ま
に
生
き
る
野

蛮
な
男
で
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
素
朴
で
正
直
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
の

で
あ
り
、
彼
等
が
ご
馳
走
を
前
に
し
て
ま
ず
辞
退
す
る
な
ど
は
決
し
て
見
ら

れ
な
い
。
ま
た
、
飲
食
の
様
子
も
、
山
男
た
ち
に
つ
い
て
は
非
常
に
野
蛮
で

豪
快
な
飲
食

の
様
子
ば
か
り
が
描
か
れ
る
。
小
十
郎

の
酒
を
飲
む
姿
は
、

『
紫
紺
染
に
つ
い
て
』
の
山
男
が

「
し
き
り
に
が
ぶ
り
が
ぶ
り
と
お
酒
を
飲
」

む
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
小
十
郎
が

「
け
ら
」
を
着
て
い
た
こ
と
が
山
男
た

ち
と
食
い
違

っ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
態
度
も
ま
た
、
山
男
た
ち
と

は
か
な
り
食
い
違
う
も
の
で
あ
る
。
小
十
郎
は
山
男
的
な
側
面
を
確
か
に

持

っ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
の
小
十
郎
は
町
の
荒
物
屋
の
中
で
、
山
男
に
近

い
行
動
は
と
ら
ず
、
か
し
こ
ま

っ
た
礼
儀
を
尽
く
し
た
態
度
を
と
り
、
店
の

主
人
た
ち
の
汚
い
世
界
の
中
に
何
と
か
上
手
く
入
り
込
も
う
と
必
死
で
あ
る
。

彼
は
た
だ
み
じ
め
な
被
害
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
望
ん
で
そ
う
し
て
い

る
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
自
ら
意
識
的
に
そ
の
社
会
の
中
に
入
り
こ
も
う

と
し
て
い
る

一
面
も
あ
る
の
で
あ
る
。

荒
物
屋
の
主
人
と
小
十
郎
に
は
、
対
比
的
な
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
類
似

的
な
関
係
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
小
十
郎
と
荒
物
屋
の
主
人
の
描
写
に
、

共
通
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
例
え
ば
、

獲
物
を
探
し
て
山
の
中
を
歩
く
小
十
郎
は

「
ま
る
で
自
分
の
座
敷
の
中
を
歩

い
て
ゐ
る
と
い
ふ
風
」
だ
と
表
現
さ
れ
る
。　
一
方
、
荒
物
屋
の
主
人
は
店
で

「
ど

っ
か
り
座

っ
て
ゐ
た
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域

で
の
振
る
舞

い
と
し
て
こ
の
二
者
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
十
郎
と
荒
物
屋
の
主
人

の
笑
い
を
示
す
表
現
の

一
致
に
も
着
日
で
き
る
。

「
主
人
は
だ
ま

っ
て
し
ば
ら
く
け
む
り
を
吐
い
て
か
ら
顔
の
少
し
で
に
か

に
か
笑
ふ
の
を
そ

っ
と
か
く
し
て
云

っ
た
も
ん
だ
。
「
い
ゝ
ま
す
。
置
い

で
お
出
れ
。
ぢ

ゃ
、
平
助
、
小
十
郎
さ
ん
さ
二
円
あ
げ
ろ
ぢ

ゃ
。
」
店
の

平
助
が
大
き
な
銀
貨
を
四
枚
小
十
郎
の
前

へ
座

っ
て
出
し
た
。
小
十
郎
は

そ
れ
を
押
し
い
た
ゞ
く
や
う
に
し
て
に
か
に
か
し
な
が
ら
受
け
取

っ
た
。
」

賢
治
作
品
中

に
は
他

に
も

「
に
た
に
た
」
「
に
や
に
や
」
「
は
あ
は
あ
」

「
に
こ
に
こ
」
等
、
笑
い
を
表
す
多
様
な
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ

こ
で
の
荒
物
屋
の
主
人
と
小
十
郎
の
笑
い
は
共
に

「
に
か
に
か
」
と
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
荒
物
屋
の
主
人
は

「
に
か
に
か
」
笑
う
の

を

「
そ
っ
と
か
く
」
す
。
し
か
し
、
小
十
郎
は
そ
の

「
に
か
に
か
」
し
た
笑

い
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
表
出
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
こ
の
二
者
は
対
比

的
に
描
か
れ
て
い
る
面
も
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
荒
物
屋
の
笑
い
を

「
に
や

に
や
」
に
す
る
な
ど
、
そ
の
笑
い
を
描
き
分
け
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

こ
に
は
や
は
り
小
十
郎
と
荒
物
屋
の
主
人
の
類
似
関
係
を
み
る
こ
と
が
可
能

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
日
は
熊

の
皮
は
い
ら
な
い
、
と
小
十
郎
を
窮
地
に
追
い
込
む
こ
と
に

よ

っ
て
、
熊
の
皮
を
破
格
の
値
で
買
い
取
る
こ
と
に
成
功
し
た
荒
物
屋
の
主

人
は

「
に
か
に
か
」
笑
う
。
花
山
聡
氏
は
、
こ
れ
を
荒
物
屋
が

「絶
妙
の
演



技
を
見
せ
」
る
と
述

べ
、
体

よ
く
あ
し
ら
わ
れ
る
小
十
郎
を

「
デ
ク
ノ

ボ
ー
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
が
、
小
十
郎
は
果
た
し
て

「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」

で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
小
十
郎
は

「
に
か
に
か
」
笑

っ
た
か
、
そ
れ
は
確
か
に
、

家
族
と
の
生
活
の
た
め
に
必
要
な
金
銭
を
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
手
に
す
る
こ

と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「
あ
ん
ま
り
安
い
こ
と
は
小
十
郎
で

も
知

っ
て
ゐ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
小
十
郎
は
自
分
が

「
あ
ん
ま
り
安
」

く
買
い
叩
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
二
円
を
受
け

取

っ
て
い
る
と
き
に
も
、
小
十
郎
は
自
分
が
荒
物
屋
の
主
人
に
蝙
さ
れ
、
し

て
や
ら
れ
た
こ
と
を
分
か

っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
荒
物
屋
の
主
人
は

あ
え
て
冷
た
く
あ
し
ら
う
と
い
う

〈演
技
〉
に
よ
り
小
十
郎
か
ら
安
値
で
熊

の
皮
を
得
よ
う
と
し
た
。　
一
方

「
や
ら
れ
る
」
小
十
郎
も
ま
た

「
や
ら
れ
」

て
い
る
こ
と
を
分
か
り
な
が
ら
、
「
か
し
こ
ま
」
り
、
荒
物
屋
の
主
人
に
山

の
様
子
な
ど
を

「申
し
上
げ
」
、
礼
儀
を
尽
く
す
と
い
う

〈演
技
〉
を
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
荒
物
屋
の
主
人
た
ち
の
世
界
の
中
で
、
上
手
く
や

っ
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
年
寄
り
と
子
供
ば
か
り
の
家
族
の
た

め
に
ぜ
ひ
と
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
語
り
手

も

「米
は
ご
く
わ
づ
か
づ

ゝ
で
も
要

っ
た
の
だ
」
「
布
に
す
る
や
う
な
も
の

は
な
ん
に
も
出
来
な
か

っ
た
の
だ
。
」
と
小
十
郎
の

〈仕
方
な
さ
〉
を
非
常

に
力
を
込
め
て
語
る
。
し
か
し
、
小
十
郎
は
荒
物
屋
に
う
ま
く

〈演
技
〉
す

る
こ
と
で
、
自
分
だ
け
酒
を
飲
ん
で
帰
り
、
そ
し
て
わ
ず
か
な
が
ら
の
金
を

持
ち
帰
る
の
で
あ
る
。
主
人
の
手
口
に
気
付
き
な
が
ら
、
演
じ
、
彼
ら
の
世

界
に
同
調
し
て
し
ま

っ
て
い
る
小
十
郎
に
は
も
は
や
純
朴
な
美
徳
は
失
わ
れ

て
い
る
。

木
村
功
氏
の
、
小
十
郎
の

「商
売
」
が

「
冷
徹
な
消
費
シ
ス
テ
ム
」
に
組

み
込
ま
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
は
じ
め
、
先
行
研
究
に
お
い
て

は
小
十
郎
が
商
品
経
済
と
い
う
近
代
的
な
枠
組
み
の
中
に
構
造
的
に
取
り
込

ま
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
先
行
研
究
で
は
殆
ど
の
場
合
、
小
十
郎
の
内
面
に
ま
で
は
踏
み
込
ん

で
い
な
い
。
だ
が
、
小
十
郎
は
商
品
経
済
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
受
動
的

な
存
在
と
し
て
の
み
、
そ
の
世
界
の
中

へ
と
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
小
十
郎
の
望
ん
で
す
る
こ
と
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
社
会
で
う
ま
く

や

っ
て
い
こ
う
と
自
ら
働
き
か
け
る
姿
か
ら
は
、
荒
物
屋
の
主
人
た
ち
と
同

じ
性
質
が
、
小
十
郎
の
中
に
も
既
に
染
み
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が

可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

根
本
と
し
て
は
確
か
に
山
男
的
で
あ
り
な
が
ら
、
語
り
手
が

「
い
や
な
や

つ
」
と
い
う
荒
物
屋
に
象
徴
さ
れ
る
汚
い
世
界
と
共
通
す
る

〈汚
さ
〉
を
自

ら
内
包
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
が
小
十
郎
の
姿
で
あ
る
。
純
朴
な
山
男
た
ち

に
と

っ
て
、
彼
ら
を
い
じ
め
る
山
の
外
の
世
界
は
わ
ざ
わ
ざ
着
が
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ほ
ど
異
質
で
あ

っ
た
。
小
十
郎
も
山
男
的
で
、
山
男
と
同
様
い

じ
め
ら
れ
る
存
在

で
あ
る
。
し
か
し
、　
一
方

で
、
山

の
外

の
世
界
の

〈汚

さ
〉
を
既
に
自
ら
の
中
に
内
包
し
て
い
る
小
十
郎
は
、
も
は
や
着
替
え
ね
ば

な
ら
ぬ
ほ
ど
純
朴
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
語
り
手
の
強
調
し
て
語
る
も
の
の

み
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
枠
を

一
旦
は
ず
し
て
詳
細
に
本
文
を
検

討
し
た
時
、
そ
こ
に
は
、
語
り
手
が

「豪
儀
」
で

「
み
ぢ
め
」
で

「立
派
」

と
強
調
す
る

一
面
だ
け
で
は
な
い
、
〈汚
さ
〉
を
持

つ
小
十
郎
の
隠
さ
れ
た

一
面
を
も
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
小
十
郎
は
二
面
を
併
せ
持

つ
存
在
な



の
で
あ
る
。

五
、
二
面
性
を
も
つ
物
語
―

一
方
向
的
な
語
り
の
示
す
も
の
―

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
小
十
郎
は
両
方
の
世
界
に
通
ず
る
二
面
性
を

持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
入
り
き
れ
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
親
子
熊
の
会
話
を
理
解
し
、
共
感
す
る
と
い
う

〈山
の
世
界
〉

に
通
ず
る
側
面
を
持
ち
な
が
ら
も
、
彼
は
そ
の
直
後
に

「
風
が
あ

っ
ち

へ
行

く
な
行
く
な
と
思
ひ
な
が
ら
」
「
」
っ
そ
り
こ
っ
そ
り
戻
り
は
じ
め
」
ね
ば

な
ら
ず
、
銃
を
持
ち
熊
を
捕
る
以
上
、
彼
と
熊
た
ち
は
共
存
で
き
な
い
。
ま

た

一
方
で
、
荒
物
屋
の
主
人
と
共
通
す
る
側
面
を
持
ち
、
ひ
た
す
ら
に
こ
び

へ
つ
ら

っ
て
、
彼
等
の
世
界
の

一
部
に
な
ろ
う
と
努
力
し
て
も
、
結
局
小
十

郎
は
町
の
者
か
ら
、
「
又
来
た
か
と
い
ふ
や
う
に
」
薄
笑
わ
れ
る
存
在
な
の

で
あ
る
。
山
の
自
然
世
界
と
町
の
近
代
的
人
間
社
会
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
通

じ
る

一
面
を
自
ら
の
内
に
包
み
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
両
面
を
有
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
ど
ち
ら
に
も
交
わ
り
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
苦
悩
を
小
十
郎
は
抱
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
論
で
は
小
十
郎
が
二
面
性
を
も

つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
二
面
性
を
持

っ
て
い
な
が
ら
、

語
り
手
は
な
ぜ

「豪
儀
」
で

「
立
派
」
と
い
う

一
方
向
だ
け
を
強
調
し
て

語

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
賢
治
童
話
で
こ
の
よ
う
な

一
方
向
に
語

る
と
い
う
特
徴
は

『
オ
ツ
ベ
ル
と
象
』
に
も
み
ら
れ
る
。
『
オ
ツ
ベ
ル
と
象
』

で
は
語
り
手
は

「
オ
ツ
ベ
ル
と
き
た
ら
大
し
た
も
ん
だ
。
」
と
冒
頭
か
ら
何

度
も
繰
り
返
し
用
い
、
そ
し
て

「
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
に
稼
ぐ
の
も
、
や

つ

ぱ
り
主
人
が
偉
い
の
だ
。
」
と
自
ら
の
評
価
を
述
べ
な
が
ら
語

っ
て
い
く
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
「
大
し
た
も
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
は
皮
肉

へ
と
し
だ

い
に
移
り
変
わ

っ
て
い
き
、
そ
し
て
最
後
に
は
結
局
、
象
に

「
ひ
ど
く
し
過

ぎ
た
」
オ
ツ
ベ
ル
が
、
象
が
助
け
を
求
め
た
手
紙
に
よ

っ
て
や

っ
て
き
た
仲

間
の
象
の
群
れ
に
よ

っ
て
押
し

つ
ぶ
さ
れ
て
や
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
ど
ん

で
ん
返
し
が
待

っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
は
オ
ツ
ベ
ル
の
残
酷
さ
と
卑
怯
さ

が
か
な
り
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
語
り
手
の

「大
し
た
も
ん
だ
」
と
い
う

オ
ツ
ベ
ル
に
対
す
る
評
価
が
、
事
実
と
は
反
転
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

白
に
読
み
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
作
品
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
語
り
手
が
小
十
郎
を

「豪
儀
」

で

「立
派
」
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
完
全
に
反
転
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

確
か
に
そ
う
い
う

一
面
も
小
十
郎
に
は
あ
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
違
う
側
面
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
違

う
側
面
は
、
本
文
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
見
て
取
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
れ
を
語
る
語
り
手
は
決
し
て
そ
こ
を
強
調
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

二
側
面
が
描
か
れ
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
語
り
手
は
そ
の

一
方
向
の
み
を
強
調

す
る
の
か
。
そ
こ
に
は

〈汚
さ
〉
を
も
ち
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
そ
れ
は
現

実
に
生
き
る
人
間
と
し
て
多
少
は
仕
方
の
無
い
こ
と
で
、
そ
れ
を
自
覚
し
な

が
ら
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
小
十
郎
は

〈汚
さ
〉
を
も

っ
て
は
い
て
も
あ
く
ま

で
も

「立
派
」
で
あ
る
、
と
す
る
、
作
品
の
テ
ー
マ
が
垣
間
見
え
る
。

山
男
的

で
あ
り
な
が
ら
も

一
方

で

〈汚
さ
〉
を
も
帯
び
た
小
十
郎
は
、

「
爺
さ
ん
、
早
ぐ
お
出
や
。
」
と
い
う
孫
の

〈笑
い
〉
や
、
母
の

「
笑
ふ
か
泣

く
か
す
る
や
う
な
顔
」
に
彩
ら
れ
な
が
ら
最
後
の
猟

へ
と
出
る
。
小
十
郎
が



最
期
の
時
を
迎
え
る
時
、
生
前
は

〈汚
さ
〉
を
帯
び
た

「
に
か
に
か
」
し
た

笑

い
し
か
浮
か
べ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
小
十
郎

に

「
冴
え
冴
え
」
と
し
た

〈笑

っ
た
死
顔
〉
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
〈笑

っ
た
死
顔
〉
は
、
『
よ
だ
か
の

星
』
『
雁
の
童
子
』
「

一十
六
夜
』
『
ひ
か
り
の
素
足
』
『土
神
と
狐
』
に
お
い

て
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
「
よ
だ
か
」
「
楢
夫
」
「
穂
吉
」
「
雁
の

童
子
」
ら
は
完
全
に
尊
い
心
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
羽
虫
を
食

べ
生
き
て
い
る
の
は
ど
の
鳥
も
同
じ
で
あ
る
が
、
よ
だ
か
は
そ
こ
を

「
つ
ら

い
つ
ら
い
」
と
い
っ
て

「
も
う
虫
を
た
べ
な
い
で
餓
え
て
死
な
う
」
と
い
う
、

他
と
は
異
な
る
気
高
い
精
神
を
持

っ
て
い
る
。
「穂
吉
」
も
ま
た
三
疋
の
兄

弟
の
中
で

一
番
小
さ
い
な
が
ら

一
人
お
経
を
じ

っ
と
聞
き
い
る

「賢
い
お
子

さ
ん
」
で
あ
り
、
脚
を
折
ら
れ
て
し
ゃ
べ
れ
な
い
ほ
ど
弱

っ
て
い
な
が
ら
も

「
そ
れ
で
も
ど
う
し
て
も
、
今
夜
の
お
説
教
を
聴
聞
い
た
し
た
い
」
と
い
う

ほ
ど
の

「殊
勝
な
お
心
掛
け
」
の
員
の
子
供
で
あ
る
。
「
檜
夫
」
は
光
の
国

で

「黄
金
色
の
き
も
の
を
着
理
略
も
着
け
て
」
成
仏
し
た
子
供
で
あ
る
し
、

「
雁
の
童
子
」
に
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
〈笑

っ
た
死
顔
〉
は
そ
の

よ
う
な
も
の
た
ち
の
安
ら
か
な
死
だ
け
に
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

か

っ
た
。
〈汚
さ
〉
を
内
包
し
な
が
ら
二
面
の
間
で
苦
悩
し
て
生
き
た
小
十

郎
や
、
又
、
同
じ
く
嫉
妬
や
見
栄
と
い
う

〈汚
さ
〉
を
内
包
し
、
「
僕
は
ほ

ん
た
う
に
だ
め
な
や

つ
だ
。
」
と
そ
の

〈汚
さ
〉
に
気
付
き
な
が
ら
も
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
苦
し
み
続
け
た

「
狐
」
の
よ
う
な
、
〈汚
さ
〉
を
帯

び
な
が
ら
も
苦
悩
し
て
懸
命
に
生
き
切

っ
た
も
の
た
ち
に
も
、
そ
こ
に
救
い

と
し
て
の

〈笑

っ
た
死
顔
〉
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
十
郎
は

〈汚
さ
〉
を
内
包
じ
、
そ
れ
を
ど
う
に
も
で
き
ず
に
悩
み
な
が
ら
生
き
続
け

て
い
た
。
そ
ん
な
彼
に
も

〈笑

っ
た
死
顔
〉
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

死
ん
で
か
ら
光

の
国
に
行
き
そ
こ
で
存
在
し
続
け
て
い
る

『
ひ
か
り
の
素

足
』
の
楢
夫
の
よ
う
に
、
小
十
郎
も
ま
た
ど
こ
か
現
世
と
は
違
う
、
穏
や
か

な
る
場
所
で
存
在
し
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

語
り
手
は

「立
派
」
な
小
十
郎
を
強
調
す
る
が
、
そ
こ
に
は
密
か
に
、

「立
派
」
と
は
対
極
に
あ
る

〈汚
さ
〉
を
も
が
小
十
郎
に
は
付
さ
れ
て
い
た
。

語
り
手
の
強
調
す
る
面
の
み
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
本
文
の
細
か
な
記

述
に
も
目
を
向
け
た
時
、
そ
こ
に
は
物
語
の
も

つ
新
た
な
側
面
を
、
見
出
す

こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

圧̈（１
）

時
お
り

一
人
称
は

「僕
」
へ
と
変
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。

（２
）

原
子
朗

『鑑
賞
日
本
現
代
文
学
１３
　
宮
沢
賢
治
』
角
川
書
店

（１
９
８
１

年
）

（３
）

続
橋
達
雄

「『
な
め
と
こ
山
の
熊
ヒ

翁
解
釈
と
鑑
賞
」
１
９
８
８
年
２

月
）

（４
）

田
近
洵

一
「宮
沢
賢
治

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
研
究
」
∩
解
釈
と
鑑
賞
」

１
９
７
９
年
８
月
）

（５
）

木
村
功

「
「な
め
と
こ
山
の
熊
」
論
―
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
間
中

心
主
義
に
つ
い
て
―
」
翁
宇
部
国
文
研
究
」
１
９
９
８
年
３
月
）

（６
）

西
田
良
子

「「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
論
―
宮
沢
賢
治
の
視
点
―
」
「
宮
沢

賢
治
童
話
の
世
界
』
１
９
７
６
年
　
す
ば
る
書
一房
）

（７
）

続
橋
達
雄

「な
め
と
こ
山
の
熊
　
賢
治
童
話
の

〈解
析
〉

な
ぜ

〈熊
〉

が
登
場
す
る
の
か
」
翁
国
文
学
」
１
９
８
２
年
２
月
号
）

（８
）

三
井
敏
郎

「「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に
お
け
る
世
界
観
と
人
間
の
新
し
い

孤
独
」
令
信
州
短
期
大
学
研
究
紀
要
」
１
９
９
７
年
７
月
）



（９
）

天
沢
退
二
郎

「「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
再
考
の
試
み
―

《荒
猟
師
伝
承
》

と
賢
治
童
話
―
」
翁
賢
治
研
究
」
１
９
９
９
年
１２
月
）

（１０
）

森
井
弘
子

「宮
沢
賢
治

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
研
究
―

「小
十
郎
」
は

「山
男
」
か
？
―
」
∩
東
大
阪
短
期
大
学
紀
要
」
１
９
９
５
年
１０
月
）

（１１
）

『山
の
人
生
』
の
引
用
は

『柳
田
國
男
全
集
３
』
（１
９
９
７
年
初
版
第

一

刷
発
行
　
筑
摩
董
房
）
に
よ
る
。

（‐２
）

太
田
雄
治

『消
え
ゆ
く
山
人
の
記
録
　
マ
タ
ギ
』
（１
９
７
９
年
初
版
発

″何
翠
楊
社
）

ｐ
・
７０

「
ヵ
ヮ
タ
チ
」、　
ｐ
・
８４

「
マ
タ
ギ
イ
ヌ
」

（‐３
）

〈山
中
の
異
人
〉
と
い
う
語
は
、
山

・
森
の
中
に
い
る
、　
一
般
人
と
は
異

な
る
様
子
の
人
間
を
指
し
て
用
い
た
。
こ
れ
に
は
山
男
の
ほ
か
、
「か
や
の

森
」
の

「黄
金
い
ろ
の
草
地
」
に
い
る

「
お
か
し
な
形
の
男
」
で
あ
る

『ど

ん
ぐ
り
と
山
猫
』
の
馬
車
別
当
も
含
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（‐４
）

『遠
野
物
語
』
、
『遠
野
物
語
拾
遺
』
の
引
用
は

『柳
田
國
男
全
集
２
』
（１

９
９
７
年
　
筑
摩
書
一房
）
に
よ
る
。

（‐５
）

原
子
朗

『新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
（１
９
９
９
年
　
東
京
書
籍
）

（‐６
）

「秋
田
マ
タ
ギ
資
料
」
「
日
本
民
族
文
化
資
料
集
成
　
第

一
巻
　
サ
ン
カ

と
マ
タ
ギ
』
（１
９
８
９
年
第

一
版
第

一
刷
発
行
　
一二
一
書
一房
）

ｐ
・
３
０

（‐７
）

‐６
に
同
じ
。　
ｐ
・
３
４
１

（‐８
）

花
山
聡

「『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
考
―
小
十
郎
は
誰
の
た
め
に
笑

っ
た
の

か
―
」
翁
成
曖
論
叢
」
１
９
９
６
年
１２
月
）

（‐９
）

管
見
の
限
り
で
は
、
千
葉

一
幹
氏
の
論

（『賢
治
を
探
せ
』
（２
０
０
３
年

講
談
社
と

の
み
が
、
小
十
郎
の
内
面
性
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
。
千
葉

氏
は

「
に
か
に
か
し
た
笑
み
」
と
、
「
い
か
に
も
卑
し
げ
な
素
振
り
」
で
の

小
十
郎
の
食
事
と
を
論
拠
と
し
て
、
小
十
郎
が

「
「立
派
」
ど
こ
ろ
か
む
し

ろ
卑
屈
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
」
お
り
、
「荒
物
屋
の
主
人
」
と

「同
じ

属
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
「
に

か
に
か
」
し
た
笑
み
を
小
十
郎
の

「
〈汚
さ
〉
の
内
包
」
の
論
拠
と
す
る
点

で
は
千
葉
氏
の
論
と
共
通
す
る
が
、
千
葉
氏
が
も
う
ひ
と

つ
の
論
拠
と
し
て

「
い
か
に
も
卑
し
げ
な
素
振
り
」
で
の
小
十
郎
の
食
事
を
挙
げ
て
い
る
こ
と

に
は
疑
間
を
感
じ
る
。
山
男
と
い
う
存
在
を
鍵
と
し
て
、
小
十
郎
と
荒
物
屋

の
類
似
を
み
て
い
く
こ
と
に
本
稿
の
特
徴
が
あ
る
。

（
２０
）

二
面
性
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
間
で
苦
し
ん
で
い
た
小
十
郎
の
姿
は
、
大

正
八
年

（
一
九

一
九
年
）
保
阪
嘉
内
あ
て
封
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
家
業

を
厭
い
な
が
ら
も
、
「
こ
れ
よ
り
仕
方
な
い
」
と
質
屋
の
店
先
に
坐
り
、
「
両

極
端
の
混
合
体
」
ゆ
え
に
悩
ん
だ
、
賢
治
自
身
の
姿
と
も
ど
こ
か
重
な

っ
て

い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

本
文

・
引
用
は
全
て

『
校
本
　
宮
澤
賢
治
全
集
』
（筑
摩
書
房
１
９
７
３

年
～
１
９
７
７
年
初
版
発
行
）
に
よ
る
。
漢
字
は
、
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改

め
、
ル
ビ
は
省
い
た
。

―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―


