
山

本

有

三

の

告

白

観

小
説
『
生
き
と
し
生
け
る
も
の」
は、

大
正
十
五
年
九
月
二
十
五
日
か
ら

東
京
・
大
阪
両
朝
日
新
間
に
連
戟
さ
れ、

作
者
が
病
気
の
た
め
同
年
十
二
月

七
日
に
中
断
さ
れ
た
が、

そ
れ
以
来、

山
本
有
三
は
戯
曲
か
ら
小
説
へ
と
転

向
し
た。

こ
の
作
品
は
七
つ
の
短
編
を
た
く
み
に
つ
な
い
だ
も
の
で、

そ
の
う
ち

「
日
か
げ
の
人
J々

.

「
婚
約」
・
「
沈
黙
の
ざ
ん
げ」
の
三
編
は
人
間
が

不
正
を
拗
い
た
場
合、

告
白
す
る
か、

沈
黙
の
ざ
ん
げ
を
す
ぺ
き
か
と
い
う

問
題
を
巡
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ、

そ
こ
に
有
三
の
独
特
な
告
白
屈

が
は
じ
め
て
表
現
さ
れ
た。

山
本
有
三
の
現
実
的
な
告
白
観
の
特
色
を
充
分
に
論
ず
る
た
め
に、
ま
ず、

日
本
近
代
文
坦
に
お
け
る
告
白、

あ
る
い
は
懐
悔
に
関
わ
る
作
家
及
び
そ
の

作
品
を
烏
鰍
す
る
必
要
が
あ
る。

．

日
本
で
は
告
白
或
い
は
懐
悔
に
関
わ
る
文
学
の
出
現
は
自
由
民
権
運
動
が

衰
退
し
て
か
ら
で
あ
る。
ま
ず
あ
げ
て
お
き
た
い
の
は
ル
ソ
ー
の
影
愕
を
受

姜

け
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
保
倒
し
た
北
村
透
谷
で
あ
る。

彼
は
告
白
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る。

わ
が
秘
密
を
も
秘
密
と
す
る
念
は
あ
ら
ざ
る
な
り、

然
り
斯
か
る
も
の

至
人
の
域
に
進
み
て
後
始
め
て、．
そ
の
秘
密
も
秘
密
の
質
を
変
じ
そ
の
悪

菜
も
悪
粟
の
質
を
失
ひ、

悦
悔
も
伐
悔
の
時
を
過
ぎ、

憂
苦
も
憂
苦
の
境

を
転
じ
殺
人
弛
盗
の
大
罪
も
其
業
を
絶
ち
て、
一
面
の
白
屋
ロハ
だ
自
然
の

美
あ
る
の
み
真
あ
る
の
み。
こ
の
美
こ
そ
真
こ
そ
以
て
未
来
の
生
命
を
形

く
る
も
の
な
る
ぺ
し。
基
習
を
奉
ず
る
も
の
、
甜
さ
に
専
念
祈
欲
す
ぺ
さ

も
の
益
し
こ
の
美
こ
の
真
の
境
な
る
ぺ
し。
（
注一
）

言
わ
ば
何
で
も
基
替
に
慨
悔
す
れ
ば
人
間
は
救
わ
れ
る
の
で
あ
る。
彼
は

こ
う
い
う
信
念
を
持
っ
て
我
が
心
身
を
語
り
尽
く
す。
そ
の
目
的
は
個
人
主

義
的
自
我
を
芸
術
の
世
界
に
解
放
し
よ
う
と
し
て
い
る。
し
か
し、

彼
の
理

論
は、

理
想
と
浪
没
に
洞
ち
て
い
て、

社
会
的
現
実
へ
の
具
体
的
行
動
を
伴

わ
な
か
っ
た。

彼
は、

悲
し
い
Li
mit
は
人
間
の
四
面
に
鉄
墜
を
設
け、

人

IUl
を
あ
る
卑
野
な
る
生
涯
を
脱
す
る
こ
と
能
は
ざ
ら
し
む
と
い
う
限
り
焦
い

感
慨
を
も
っ
て
こ
の
世
に
別
れ
を
告
げ
る。

波
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透
谷
に
引
き
統
き、
自
然
主
義
を
最
高
峰
に
押
し
進
め
た
島
椅
藤
村
は
告

·
白
を
よ
り一
洞
徹
底
的
に
し
た。
そ
の
告
白
に
は
精
神
的
な
拘
束
を
打
破
し、

自
己
を
深
い
悩
み
か
ら
鮒
放
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
あ
る
が、
丑
松
や
岸
本

が
自
分
の
秘
密
を
告
白
し
て
か
ら
の
人
生
は
ど
う
な
る
か
と
懸
念
さ
れ
る。

こ
れ
に
反
し
て
夏
目
漱
石
は
告
白
し
な
い
趣
向
を
示
し
て
い
る。
「
こ
こ

ろ
1

に
登
楊
す
る
先
生
は
恋
愛
の
こ
と
で
親
友
の
K
を
自
滅
に
追
い
や
っ
た。

罪
意
識
に
悩
ま
さ
れ
た
先
生
は、
憂
欝
で
無
為
な
日
々
を
送
り、
要
に
憂
欝

の
原
因
を
聞
か
れ
て
も
彼
は
事
実
を
告
白
し
て
安
ら
ぎ
を
求
め
よ
う
と
し
な

い。
主
人
公
の
「
私」
に
与
え
た
遺
書
で
彼
は
告
白
し
な
い
理
由
を
述
ぺ
て

い
る。私

は
た
だ
要
の
記
憶
に
暗
黙
な一
点
を
印
す
る
に
忍
ぴ
な
か
っ
た
か
ら

打
ち
明
け
な
か
っ
た
の
で
す。
純
白
な
も
の
に一
雫
の
印
気
で
も
容
赦
な

く
掘
り
掛
け
る
の
は
私
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
な
苦
痛
だ
っ
た。
（
注
二）

こ
の
先
生
に
と
っ
て
罪
は
決
し
て
消
え
る
も
の
で
は
な
く、
そ
れ
を
最
愛

の
要
に
告
白
し
た
ら
痰
の
心
を
汚
し
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
る。
結
局、
彼
は

苦
し
さ
の
あ
ま
り
自
殺
し
て
し
ま
う。

白
樺
派
の
有
島
武
郎
は
「

お
末
の
死」
に
お
い
て
告
白
拒
否
を
表
現
し
た。

お
末
の
告
白
し
な
い
原
因
に
つ
い
て
「
そ
の
根
底
に
は
人
間
に
佃
わ
る
罪
は、

そ
の
よ
う
に
神
が
造っ
た
か
ら
で、
人
間
に
貨
任
は
な
い
と
し、
キ
リ
ス
ト

教
に
よ
る
讀
罪
を
拒
否
す
る
考
え
が
有
島
を
支
配
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ

る。」
（
注
三）
と
言
わ
れ
て
い
る。

以
上
告
白
を
巡
る
作
品
を
通
じ
て
分
か
っ
た
の
は、
北
村
透
谷
の
懺
悔
は

現
実
と
掛
け
離
れ
た
と
こ
ろ
が
存
在
す
る。
自
然
主
義
の
告
白
は
そ
の
大
胆

さ．
に
は
特
色
が
あ
る
け
れ
ど
も、
ど
う
も
人
生
問
題
の
解
決
に
は
物
足
り
な

い。
夏
目
漱
石
や
有
島
武
郎
の
告
白
し
な
い
趣
向
は
悲
劇
が
生
じ
て
結
果
が

悲
し
い。
こ
れ
ら
の
告
白
観
に
対
し
て、
山
本
有
三
は
教
育
や
社
会
的
な
ト

ラ
プ
ル
を
起
こ
し
そ
う
な
秘
密
を
告
白
せ
ず、
行
動
で
償
う
と
い
う
思
磁
深

い
告
白
観
を
示
し
て
い
る。

本
文
に
入
る
前
に、
ま
ず、
「
ざ
ん
げ」
と
「
告
白」
の
意
味
を
明
ら
か

に
し
た
い
と
思
う。
「
日
本
語
大
辞
典」
で
は、
「
ざ
ん
げ
j

は
「
神
仏
に

罪・
過
ち
を
告
白
し、
く
い
あ
ら
た
め
る
こ
と」
と
嘗
か
れ、
「
告
白」
は

「
陸
れ
て
い
た
こ
と・
心
に
潜
め
て
い
た
こ
と
な
ど
を
打
ち
明
け
る
こ
と」

と
咽
か
れ
て
い
る。
こ
の
解
釈
を
見
て、
前
者
は
宗
教
的
な
意
味
を
持
ち、

こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
宗
教
的
な
意
味
は
な
い
こ
と
が
明
き
ら
で
あ
る。

次
に、
有
三
の
使っ
た
「
ざ
ん
げ」
と
「
告
白」
の
意
味
を
追
求
す
る。

「
生
き
と
し
生
け
る
も
の」
に
お
い
て、
作
者
は
次
の
よ
う
に
語っ
た。

「・・・・・・
今
の
や
つ
は、
ざ
ん
げ
だ
の、
告
白
だ
の
と、
な
ん
で
も
ぺ
ら
べ
ら

し
ゃ
べ
り
さ
え
す
れ
ば、
そ
れ
が一
番
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
や
が
る」

（「
沈
黙
の
ざ
ん
げ」）
と
い
う
よ
う
に
「
ざ
ん
げ
だ
の、
告
白
だ
の」
を
並

列
し
て
使っ
て
い
る。
し
た
が
っ
て、
作
者
が
同
じ
意
味
の
言
葉
と
し
て
こ

の
二
つ
の
言
梨
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る。

有
三
の
使っ
て
い
る
「
ざ
ん
げ
だ
の、
告
白
だ
の」
に
は
宗
教
的
な
意
味

が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
姐
に
し
た
い
と
思
う。
有
三
の
作
品
は
現
実
的
で
宗

教
と
は
緑
遠
い
ら
し
い。
特
に
後
期
の
作
品
は
そ
う
い
う
特
徴
が
目
立
っ
て
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い
よ
い
よ
有
三
の
告
白
観
に
つ
い
て
論
を
進
め
た
い
と
思
う。

い
る。

加は助
の
作
品
の
な
か
で
は
た
だ
戯
曲
「
淀
見
蔵」
と
「
生
命
の
冠」

だ
け
に
宗
教
的
な
も
の
が
覗
か
れ
る。
「
淀
見
蔵』
（
大
正
三
年
四
月
「
新
思

潮」）
で
は
天
理
教
の
こ
と
を
色
濃
く
杏
い
た
け
れ
ど
も、
六
年
後
に
こ
れ

を
「
女
親
j

と
改
作
す
る
と
と
も
に
天
理
教
の
こ
と
も
す
ぺ
て
作
品
か
ら
消

し
落
と
し
た。
ま
た、
戯
曲
「
生
命
の
冠』
（
大
正
九
年）
の
恨
後
の
と
こ

ろ
で
は
翌
搭
の
「
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
二、
十」
の
「
な
ん
じ
死
に
至
る
ま
で
忠

信
な
れ、
さ
れ
ば
わ
れ
生
命
（
い
の
ち）
の
冠
を
な
ん
じ
に
与
え
ん」
を
引

用
し
た
に
す
ぎ
な
い。
そ
の
他
の
作
品
は
宗
教
的
な
も
の
が
ま
っ
た
く
見
ら

れ
な
い
。
有
三
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て、
そ
の
婿
永
野
賢
（
注

四）
が
「
山
本
有
三
評
伝』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
ぺ
た。

は
な
（
注
五）
は
毎
日
曜
日
に
教
会
に
通
っ
て
お
り、
こ
の
こ
ろ
洗
礼

を
受
け
た
い
と
の
願
望
を
抱
い
て
い
た。
そ
う
し
た
形
式
的
な
こ
と
に
批

判
的
な
有
三
は
黒
教
会
主
義
の
内
村
鑑
三
（
注
六）
を
続
む
こ
と
を
は
な

に
勧
め
た
の
で
あ
る。
（「
国
文
学
解
釈
と
佐
蚊」
昭
和
五
十
八
年
二
月
号

p
一
八
五）

こ
の
評
伝
に
よ
る
と、
有
三
は
宗
教
へ
の
関
心
が
薄
い
そ
う
で、
ま
た

『
生
き
と
し
生
け
る
も
の」
の
内
容
に
よ
っ
て
も
「
ざ
ん
げ
だ
の」、
「
告
白

だ
の」
が
キ
リ
ス
ト
教
の
ざ
ん
げ
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
明
き
ら
か
で

あ
る。

「
生
き
と
し
生
け
る
も
の」
に
お
い
て

trI
の
人
と
し
て
登
場
し
た
精一

郎
は、
（
傍
綿
は
第
者）
弟
と
二
人
き
り、
薄
給
で
生
活
を
支
え
て
い
る。

待
ち
に
待
っ
た
ポ
ー
ナ
ス
に
百
円
多
く
入
っ
て
い
た
が、
貧
乏
の
た
め
彼
は

そ
れ
を
黙
っ
て
使
っ
た。
と
こ
ろ
が、
無
く
な
っ
た
お
金
に
対
し
て
会
計
陳

の
事
務
貝
背
沼
民
子
は
貨
任
を
問
わ
れ
た。
事
の
真
相
が
ど
う
し
て
も
分
か

ら
な
い
か
ら、
会
社
は
民
子
と
会
社
と
そ
れ
ぞ
れ
五
十
円
ず
つ
負
担
す
る
こ

と
に
決
め
た。
こ
れ
を
知
っ
た
枡一
郎
は、
心
臓
が
え
ぐ
ら
れ
る
よ
う
に
苦

し
む
に
も
関
わ
ら
ず
事
実
を
告
白
す
る
勇
気
が
洒
い
て
来
な
か
っ
た。
や
ま

し
い
心
を
慰
め
る
た
め
に
彼
は
匿
名
で
民
子
宛
に
毎
月
五
円
ず
つ
送
る
こ
と

に
し
た。
そ
れ
で
も、
精
神
的
な
救
済
に
は
な
ら
な
い
か
ら、
彼
は
「一
生

を
彼
女
に
さ
さ
げ
る
の
だ。
一
生
を
さ
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
彼
女
に
お

わ
ぴ
を
す
る
の
だ」
（「
婚
約」）
と
い
う
こ
と
を
決
め
た。
一
方、
民
子
は

孤
独
と
屈
辱
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
て、
梢一
郎
か
ら
の
た
ぴ
瓜
な
る
好
意
に

よ
っ
て
次
第
に
彼
女
の
心
に
愛
が
芽
生
え
た。
事
は
順
閤
に
迎
び、
二
人
は

め
で
た
＜
婚
約
し
た。

こ
う
し
た
結
呆
を
見
る
と、
粕一
郎
が
自
分
の
罪
を
告
白
せ
ず
に、
愛
で

も
っ
て
罪
を
償
う
道
を
選
ん
だ
の
は
自
己
を
苦
茄
か
ら
解
脱
す
る
た
め
で
あ

る。
精一
郎
の
償
い
の
行
為
は
宗
教
か
ら
の
も
の
で
は
な
く、
彼
の
良
心
が

彼
に
そ
う
い
う
よ
う
に
さ
せ
た
の
で
あ
る。
良
心
と
い
う
も
の
は
人
間
が
自

分
の
言
行
の
善
し
悪
し
を
判
斯
す
る
意
識
で、
そ
う
い
う
意
識
に
よ
っ
て、

人
間
は
本
能
的
に
我
が
不
正
を
償
お
う
と
す
る
の
で
あ
る。
梢一
郎
の

「
愛」
は、
我
が
不
正
に
対
し
て
償
お
う
と
す
る
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い。
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精一
郎
の
不
正
は
悲
劇
を
醸
し
た
ど
こ
ろ
か、

愛
さ
え
獲
得
で
き
た
こ
と

．
の
背
面
に
は、

破
滅
的
な
結
末
を
避
け
よ
う
と
す
る
有
三
の
文
学
手
法
が
蔵

さ
れ
て
い
る。

こ
の
理
想
的
で
め
で
た
い
結
果
は
不
完
全
で
あ
り
な
が
ら
も、
「
人
間
が

自
分
の
力
に
よ
っ
て、
迎
命
を
切
り
開
き
（
注
七）」、

神
さ
ま
ゃ
遺
産
な
ど

に
頼
ら
ず
自
ら
を
解
放
す
る
と
い
う
有
三
の
人
道
主
義
が
実
践
さ
れ
て
い
る。

こ
の
結
果
の
深
屈
に
潜
ん
で
い
る
愛
の
欠
如
と
虚
偽
と
不
侶
な
ど
の
詣
要
紫

は
さ
て
お
き、
人
生
を
積
極
的
に
背
定
す
る
と
こ
ろ
が
有
三
の
告
白
観
に
お

け
る
新
鮮
さ
の
所
在
で
あ
る。

「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
j

に
お
け
る
有
三
の
告
白
観
の
不
完
全
な
面
も

追
求
し
て
み
よ
う
と
思
う。
精一
郎
と
民
子
の
婚
約
の
経
椋
を
述
ぺ
て
来
た

が、
そ
の
過
程
に
愛
情
の
欠
如
を
荊
感
す
る。
精一
郎
は
間
違
っ
て
入
っ
て

い
た
百
円
を
使
い
込
ん
で
告
白
し
な
い。
そ
れ
が
原
因
で
民
子
は
疑
わ
れ、

処
罰
さ
れ、
心
身
と
も
に
被
害
者
と
な
っ
て
し
ま
う。
精一
郎
は
民
子
に
対

し
て
結
果
的
に
は
加
害
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る。
加
害
者
と
な
る
精一
郎
は

一
生
を
被
害
者
の
民
子
に
さ
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
不
正
を
償
お
う

と
す
る。
被
害
者
は
事
実
を
知
ら
ず
に
婚
約
し
て
し
ま
う。
こ
う
い
う
婚
姻

に
は
加
害
者
の
虚
偽
と
不
信
が
潜
ん
で
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る。
も
し
愛

情
の
存
在
を
絶
対
と
す
る
こ
と
が
婚
姻
の
在
り
方
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば、

こ
の
よ
う
な
婚
姻
は
愛
情
を
無
視
し
た
き
ら
い
が
あ
る。

愛
情
の
欠
乏
は
有
三
文
学
に
存
在
す
る
も
うー
つ
の
特
徴
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る。
「
有
三
文
学
の
多
く
は、
思
惑
や
都
合
や
行
き
が
か
り
の
中
で、

自
ら
を
偽
っ
て
愛
の
行
動
を
取
っ
て
し
ま
っ
た、
避
け
が
た
い
人
間
の
あ
や

ま
ち
の
悲
劇
が
土
台
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
…
•

J

.」
（「
就
実
栢
文」

六
号
昭
和
六
十
年
十
二
月、
対
談
「
山
本
有
三
の
人
と
文
学」
永
野
賢、

福

本
彰
P

+）。
有
三
の
作
品
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
確
か
に
そ
の
と
お
り

で
あ
る。
例
え
ば
「
波
j

（
昭
和
三
年）
の
行
介
と
き
ぬ
子
の
で
き
ご
こ
ろ

で
結
ん
だ
夫
婦
関
係
も、
「
真
実一
路」
の
義
平
と
む
つ
子
の
義
理
に
こ
だ

わ
っ
た
夫
婦
関
係
も、

愛
情
の
欠
乏
が
顕
若
で
あ
る。
こ
の
点
で
は
人
間
の

愛
を
求
め
る
有
三
の
趣
向
と
は
矛
厄
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る。
精一
郎
が
告
白

し
な
い
こ
と
で
表
而
的
に
は
善
い
結
果
と
な
っ
た
け
れ
ど
も、
虚
偽
と
不
信

に
基
づ
い
た
婚
約
で
二
人
が
幸
せ
に
な
れ
る
か
ど
う
か
を
「
生
き
と
し
生
け

る
も
の」
に
お
い
て
作
者
は
言
及
し
え
な
か
っ
た。

し
か
し、

有
三
は
そ
の
後
の
作
品
に
お
い
て
こ
の
問
姐
を
解
決
し
つ
つ

あ
っ
た。
「
女
の
一
生
j

（
昭
和
七
年）
に
お
い
て、
允
子
と
公
荘
と
の
愛
は、

精一
郎
と
民
子
と
の
不
完
全
な
愛
と
比
ぺ
れ
ば、
あ
る
程
度
充
実
し
た
も
の

と
な
っ
た。
允
子
と
ド
イ
ツ
語
の
講
師
公
荘
は
互
い
に
愛
し
合
っ
て
い
る。

屡
が
妊
娠
し
た
時、
公
荘
は
自
分
に
病
要
が
い
る
こ
と
を
告
白
し、
百
円

を
出
し
て
阻
胎
を
迫
る。
允
子
は
公
荘
の
燕
資
任
さ
と
不
誠
実
さ
を
怒
り、

屈
辱
を
受
け
よ
う
と
も、

自
分
で
子
ど
も
を
行
て
る
と
決
意
し
た。
二
年
後、

要
が
亡
く
な
っ
た
公
荘
は
允
子
と
仲
直
り
し、

彼
は
真
実
な
愛
で
も
っ
て
彼

女
に
償
い、

幸
福
な
家
庭
を
築
い
た。
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四

さ
ら
に、
『
真
実一
路」
（
昭
和
十
年）

に
至
っ
て、

誠
実
が
愛
の
基
碗
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
謂
し
た。
し
づ
子
と
大
越
の
縁
談
が
ま
と
ま
り
そ
う

に
な
っ
た
が、

し
づ
子
が
私
生
児
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
大
越
は
「
：・・・・
ひ

た
毘
し
に
稔
し
て
お
<
よ
う
な
方
と
はヽ

と
て
も
手
を
つ
な
ぐ
気
に
な
れ
な

い
の
で
す。」
と
い
う
手
紙
を
寄
越
し
て
緑
ぎ
り
を
酋
い
出
す。

し
づ
子
と

大
越
の
破
談
は
籾一
郎
と
民
子
の
秘
密
を
か
か
え
た
愛
を
克
服
し
た
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
に
有
三
は
愛
の
真
実
を
求
め
つ
づ
け、

時
の
流
れ
に
つ
れ
て、

そ
の
告
白
観
を
理
想
的
な
境
地
に
ま
で
近
づ
け
る
の
で
あ
る。

有
三
の
告
白
し
な
い
告
白
観
の
も
た
ら
す
善
い
結
呆、
つ
ま
り
籾
極
的
な

面
を
分
析
し
て
き
た
が、
こ
れ
か
ら
梢一
郎
が
間
違
っ
て
入
っ
て
い
た
百
円

を
使
っ
て、

し
か
も
告
白
し
な
い
理
由
を
追
求
し
て
み
る。

精一
郎
の
行
為

は
道
義
か
ら
営
え
ば、

不
正
に
な
る
が、

そ
こ
に
は
客
観
的
な
原
因
が
あ
る。

質
屋
の
借
り
や
部
屋
代
が
滞
っ
て
い
て、

そ
の
う
え
彼
が
も
っ
と
も
心
を
侶

め
て
い
る
こ
と
は
月
謝
を
こ
れ
以
上
払
わ
な
い
と
弟
は
退
学
せ
ざ
る
を
え
な

．
い
状
態
に
な
っ
て
い
る。

相一
郎
に
と
っ
て
一
番
の
願
い
は
頭
の
い
い
弟
を

世
に
出
す
こ
と
で
あ
る。
と
こ
ろ
が、

質
代
や
家
貨
や
月
謝
を
す
ぺ
て
消
搾

す
る
の
に、

彼
の
薄
給
で
は
な
か
な
か
賄
え
な
い
の
で
あ
る。

彼
は
一
旦
会

社
へ
そ
の
百
円
を
返
し
に
行
っ
た
け
れ
ど
も、

誰
も
い
な
か
っ
た
の
で、
こ

の
百
円
が
あ
れ
ば
大
変
助
か
る
と
思
っ
て、

そ
の
ま
ま
持
っ
て
帰
る
途
中

使
っ
て
し
ま
っ
た。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
自
分
が
こ
の
会
社
に
い

ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う。
そ
う
す
る
と、

彼
に
と
っ
て一
切
の
問
姐
が
解

決
す
る
ど
こ
ろ
か、

却
っ
て、

悪
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
こ
う
甘
っ
た

原
因
で、

籾一
郎
が
百
円
を
使
っ
た
こ
と
も、

ま
た
そ
の
事
実
が
告
白
で
き

な
い
こ
と
も、
い
ず
れ
も
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る。

作
者
は
主
人
公
の
不
正
を
慟
く
心
理
と
告
白
で
き
な
い
原
因
を
色
浚
く
描

写
し
た
の
は、

貧
困
極
ま
る
社
会
情
勢
を
反
映
さ
せ
る
た
め
で
あ
り、

そ
こ

に
社
会
的
不
合
理
を
示
峻
す
る
意
図
を
充
分
に
含
ま
れ
て
い
る。
「
生
き
と

し
生
け
る
も
の」
に
反
映
さ
れ
た
大
正
末
期
の
社
会
は、

大
裳
災
に
伴
う
経

済
不
況
の
深
刻
さ
が
増
し
て
い
て、

大
多
数
の
国
民
が．
こ
の
よ
う
な
不
禁

気・
恐
悦
の
嵐
に
も
ま
れ
て
苦
し
ん
で
い
る。

こ
う
い
う
社
会
を
背
猥
に
し
て、

作
者
は
主
人
公
を
貧
困
極
ま
る
環
挽
に

設
定
す
る
と
同
時
に
人
110
の
生
存
意
欲
も
肯
定
し
た。
「
生
き
と
し
生
け
る

も
の」

に
お
け
る
若
者
の
意
図
の
示
し
た
よ
う
に
万
物
は
「
…
…
太
陽
に
対

し
て
出
来
る
だ
け
広
い
座
席
を
取
ろ
う
と
し
て
争
っ
て
い
ま
す。
・・・・・・
あ
る

も
の
は、

光
を
得
て
栄
え、

あ
る
も
の
は、

そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
で
費
え
て

ゆ
き
ま
す」。

人
間
の
本
性
と
は
何
と
か
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
で
あ
る。

生
存
の
た
め
に
人
間
は
閥
争
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
き
ぴ
し
い
現
実
の
中

で、

生
存
競
争
は
あ
る
時
は
追
徳
と
両
立
で
き
ず、

貧
乏
と

窮迫
の
中
に
い

る
人
々
は
や
む
を
得
ず、

不
正
を
敢
え
て
行
う
に
至
る
の
で
あ
る。
こ
の
問

迎
に
つ
い
て
唐
木
顛
三
の
評
論
を
引
用
す
る。

．

有
三
に
あ
っ
て
も、

生
の
自
然
的
基
礎
は、

他
の
一
切
の
動
物
と
同
様

に、

生
存
の
関
争
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る。

他
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
胃
の
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有
三
の
文
学
は
常
に
「
美
と
醗、
あ
る
い
は
氷
遠
と
瞬
間、
あ
る
い
は
剛

と
柔、
と
い
っ
た
よ
う
に、
人
間
に
お
い
て
は
対
立」
（「
ウ
ミ
ヒ
コ
・
ヤ
マ

ヒ
コ」
に
つ
い
て）
と
い
う
関
係
を
表
現
す
る。
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の」

に
お
い
て
も
正
毅
の
た
め
に
事
実
を
告
白
す
る
弟
令
二
と、
不
正
を
慟
い
て

も
告
白
し
な
い
正
義
に
反
す
る
兄
と
い
う
追
徳
的
に
「
美
と
醜
j

の
対
立
関

係
に
あ
る
兄
弟
が
登
楊
し
た。

令
二
は
中
学
三

年生
の
時、
学
校
で
何
人
か
で
実
験
室
か
ら
薬
品
を
盗
み

出
し
て
燦
竹
を
作
ろ
う
と
し
た。
爆
発
し
た
現
場
に
い
た
人
は
み
ん
な
け
が

を
し
た。
学
校
は、
そ
の
う
ち一
番
重
傷
だ
っ
た
生
徒
の
父
親
の
好
意
を
受

入
れ、
そ
の
生
徒
だ
け
を
退
学
と
し、
ほ
か
の
者
は
い
っ
さ
い
処
分
し
な
い

こ
と
に
し
た。
と
こ
ろ
が、
令
二
は
生
徒
会
の
席
上
で
事
件
の
あ
り
の
ま
ま

を
告
白
し
て、
逆
に
学
校
当
局
を
攻
繋
し
た。
最
も
罪
の
軽
い
人
が
も
っ
と

五

腑
を
み
た
し、
他
を
ひ
か
げ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み、
太
陽
を
存
分

に
吸
収
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
が
生
の
寓
相
で
あ
る。
道
義
は
そ
の
前
に

悲
惨
な
敗
北
を
示
し、
自
ら
の
具
閤
的
力
を
失
ふ
で
あ
ら
う。
（「
庖
木
顛

三
全
集」
第一
巻
「
現
代
日
本
文
学
序
説」
p
匹
十
筑
庶
街
房
版）

人
間
の
本
性
は
生
で
あ
る
か
ら、
貧
困
の
中
で
生
き
残
る
た
め
に
人
間
は

不
正
を
拗
く
こ
と
に
な
る。
つ
ま
り、
不
合
理
な
社
会
こ
そ
が
不
正
を
誘
発

．

す
る
原
因
と
な
る
の
で
あ
る。
有
三
の
社
会
思
想
も
こ
う
い
う
原
点
に
成
り

立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る。

も
き
ぴ
し
く
罰
せ
ら
れ
た
の
は、
不
公
平
だ。り
正
義
の
た
め
に、
令
二
は

い
っ
さ
い
を
暴
第
し
て
い
さ
ぎ
よ
く
罪
に
服
し
た。
そ
の
結
果、
令
二
は
退

学
処
分
に
な
っ
た。

．

そ
の
為
に
兄
弟
の
間
で
激
し
い
論
争
が
起
こ
っ
た。
正
義
の
た
め
に
事
実

を
告
白
す
ぺ
き
か
沈
黙
の
ざ
ん
げ
を
す
ぺ
き
か
と
言
う
と
こ
ろ
が
綸
争
の
焦

点
と
な
っ
て
い
る。
兄
は
退
学
処
分
と
い
う
悪
い
結
果
を
招
い
た
弟
の
告
白

を
咎
め、
本
当
の
こ
と
を
告
白
す
る
こ
と
で、
事
態
が
悪
く
な
る
な
ら
告
白

せ
ず
に、
沈
黙
の
ざ
ん
げ
を
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る。
彼
は
退
学
処
分
を
さ

せ
ら
れ
た
弟
を
前
に
し
て
激
怒
し
た。

…
…
今
の
や
つ
は、
ざ
ん
げ
だ
の、
告
白
だ
の
と、
な
ん
で
も
べ
ら
ペ

ら
し
ゃ
ぺ
り
さ
え
す
れ
ば、
そ
れ
が一
番
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
や
が

る。
が、
た
だ
し
ゃ
べ
っ
た
っ
て、
な
ん
に
な
る。
・・・・・・
世
の
中
に
は
沈

黙
の
ざ
ん
げ
っ
て
こ
と
も
あ
る
ん
だ
ぞ。
な
ん
に
も
し
ゃ
ぺ
ら
な
く
て
も、

な
ん
に
も
言
わ
な
く
て
も、
心
が
けー
つ
で
は
干
万
酋
の
告
白
よ
り
も、

も
っ
と
も
苺
い
も
の
が
あ
る
ん
だ
ぞ。
…・・・
（「
沈
黙
ざ
ん
げ」）

梢一
郎
は
損
を
招
い
た
弟
の
告
白
を
否
定
し、
沈
黙
の
恨
悔
を
主
張
す
る。

い
わ
ば
不
正
を
告
白
せ
ず
に
「
心
が
けー
つ
で」
償
う
こ
と
で
あ
る。
こ
れ

は
山
本
有
三
初
期
の
告
白
観
で
あ
り、
そ
こ
に
当
時
隆
盛
を
極
め
て
い
た
な

ん
で
も
告
白
す
る
告
白
設
を
否
定
す
る
趣
向
が
あ
る。
大
正
七
年
島
崎
藤
村

が
「
新
生
j

を
発
表
し
て、
世
の
中
で
広
く
知
ら
れ、
大
き
な
反
響
を
呼
ん

だ。
特
に、
大
正
九
年一
月
の
「
婦
人
公
論」
は
正
宗
白
烏、
阿
部
次
郎、

室
生
犀
提、
近
松
秋
江、
徳
田
秋
声
な
ど
二
十
八
名
の
作
家
の
「
島
崎
藤
村
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氏
の
懐
悔
と
し
て
観
た
「
新
生」

合
評」

を
戟
せ
た
。

こ
の
合
評
で
は、

・

「
新
生」

に
対
し
て
賛
否
両
立
論
が
あ
る
。

当
時、

山
本
有
三
は
合
評
に
参

加
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も、

籾
一

郎
の
せ
り
ふ
に
は
「
新
生」

に
対
す
る
山

本
有
三
の
評
価
が
充
分
に
現
れ
て
い
る
。

話
を
兄
弟
の
論
争
に
も
ど
す
が、

弟
の
令
二
に
と
っ
て
ど
ん
な
結
果
が
生

ま
れ
よ
う
と、

本
当
の
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る、

言

い
換
え
れ
ば
自
己
を
犠
牲
に
し
て
も、

正
義
を
貰
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
い
う
正
義
至
上
主
義
は
有
三
の
戯
曲
「
生
命
の
冠
j

に
つ
な
が
っ
て

い
る
。
「
た
と
え
子
ど
も
が
飢
え
て
い
る
と
し
て
も、

不
正
な
金
で
わ
た
し

．
は
乳
を
の
ま
せ
た
く
な
い
●

契
約
を
ご
ま
か
し
た
金
で、

家
族
の
者
を
茨
い

た
く
な
い·
…..
 」

こ
の
よ
う
な
正
義
は
極
沿
過
ぎ
て、

現
実
の
世
界
で
は

度
々
犠
牲
や
強
い
忍
耐
を
必
要
と
し、

し
か
も、

仕
方
が
な
い
と
蹄
め
の
結

果
に
な
っ
て
し
ま
う。

唐
木
順
三
は
有
三
の
戯
Ilb
期
の
こ
の
よ
う
な
正
義
に

つ
い
て、

次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

こ
の
生
の
自
然
的
闘
争
と、

道
徳
を
絶
対
の
対
立
を
示
す
二
元
と
し
て

扱
ひ、

時
に
は
道
徳
の
勝
利
へ
ま
で
傾
い
た。

こ
の
場
合、

有
三
に
於
て

理
解
さ
れ
た
道
徳
は
即
ち
箪
な
る
個
人
的
正
義
感
を
出
ず、

従
っ
て
非
発

展
的
で
あ
り、

独
苦
的
で
あ
っ
た。
(
P
四
十）

こ
れ
は
山
本
有
三
の
「
生
命
の
冠
j

（
大
正
九
年）

に
対
す
る
評
論
で
あ

る
が、
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
j

に
お
い
て
弟
の
正
義
及
び
そ
の
結
果
は

有
三
初
期
の
作
品
と
同
程
度
な
も
の
で
あ
り、

進
歩
は
見
ら
れ
な
か
っ
た。

論
争
の
結
果、

兄
の
精
一

郎
は
自
分
の
偽
善
に
対
し
て
反
省
し、

弟
の
正

『
生
き
と
し
生
け
る
も
の」

に
お
い
て
有
三
は
罪
を
告
白
し
な
い
で
、

愛

で
も
っ
て
罪
を
償
う
人
間
を
表
現
し
た
が、

愛
情
の
欠
乏
と
虚
偽
の
た
め
に、

そ
の
人
間
俊
の
描
写
に
不
徹
底
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

告
白
を
巡
っ
て
「
真

実
一

路」

や
「
女
の
一

生」

な
ど
に
お
い
て
も
有
三
は
様
々
な
角
度
か
ら
人

間
を
掛
く
こ
と
を
試
み
た
が、
『
路
傍
の
石
J

(
昭
和
十
五
年）

に
至
っ
て、

と
う
と
う
理
想
的
な
人
間
像
次
野
先
生
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

六

義
の
前
に
頭
を
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た、

彼
は
そ
の
時
の
心
境
を
し

み
じ
み
と
語
っ
て
い
る
。

沈
黙
ざ
ん
げ
な
ん
て
言
っ
た
と
こ
ろ
が、

こ
と
ぱ
を
変
え
れ
ば、

そ
れ

、
、
、
、

は
ひ
き
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

思
い
き
っ
た
こ
と
が
で
き
な
い

ば
か
り
に、

そ
ん
な
ツ
イ
タ
テ
の
か
げ
に
ち
ぢ
こ
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
は

な
い
か。

そ
う
思
う
と、

黙
っ
て
そ
こ
に
す
わ
っ
て
い
る
弟
の
姿
が、

彼

の
目
に
は
英
雄
の
よ
う
に
う
つ
っ
て
き
た
。

し
か
ら
れ
る
の
は
弟
で
は
な

く、

か
れ
自
身
の
よ
う
な
気
も
ち
が
し
て
き
た。
（
傍
点
は
有
三、
「
沈
黙

の
ざ
ん
げ」）

文
学
は
道
徳
を
さ
ば
く
も
の
で
は
な
い
が、

作
者
の
近
徳
意
識
が
潜
在
的

に
作
品
に
現
れ
て
く
る
。

特
に
有
三
の
作
品
は
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。

沈
黙

の
ざ
ん
げ
は
作
者
の
道
徳
観
の
流
出
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う。

主
人
公
の
精

一

郎
が
自
分
の
不
正
を
告
白
し
な
い
虚
偽
に
対
し
て
反
省
を
示
し
た
こ
と
は

作
者
の
道
徳
意
識
を
反
映
し
た
の
で
あ
る
。
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次
野
先
生
は
吾
一

が
小
学
校
の
時
の
担
当
だ
っ
た。

村
の
本
屋
さ
ん
安
吉

が
臨
終
の
際、

次
野
先
生
に
吾
一

の
教
育
費
と
し
て
百
円
を
預
け
た
。

次
野

先
生
は
長
い
間
吾
一

を
探
し
続
け
た
が
手
が
か
り
は
な
く、

そ
の
頃、

不
幸

に
も
要
が
病
気
に
な
っ
た
。

次
野
先
生
は
や
む
を
得
ず
そ
の
お
金
を
使
っ
て

し
ま
っ
た
。

自
分
の
も
の
で
は
な
い
お
金
を
使
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
不
正
は

彼
を
悩
ま
せ
た。

し
か
し、

次
野
先
生
の
選
ん
だ
道
は、

不
正
を
告
白
し
た

上
で
罪
を
償
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

次
野
先
生
は
偶
然
吾
一

に
出
会
っ
た
時、

彼
は
涙
を
流
し
な
が
ら
自
分
の

不
正
を
あ
り
の
ま
ま
告
白
す
る
。

お
れ
が
不
正
を
拗
い
た
の
だ。

お
れ
は
な
あ、

お
ま
え
の
金
を
使
い
込

ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
…
…。

安
さ
ん
か
ら、

お
れ
は
百
円
あ
ず
か
っ
て
い

る
の
だ・・・・・・。

そ
れ
は
お
ま
え
の
知
ら
な
い
お
金
だ
。

と
こ
ろ
が、

お
れ

は
そ
の
信
頼
を
裏
ぎ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
（
「
路
傍
の
石」

p
二
六
九
か

ら）次
野
先
生
の
本
音
か
ら
あ
ふ
れ
る
正
義
が
感
じ
ら
れ
る
。

特
に
こ
の
「
お

前
の
知
ら
な
い
お
金」

の
と
こ
ろ
に
重
み
が
あ
る
。

次
野
先
生
の
不
正
の
も

と
に
な
る
百
円
は
誰
も
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

安
吉
は
死
ん
だ
し、

次
野

先
生
が
そ
の
百
円
の
こ
と
を
言
い
さ
え
し
な
け
れ
ば、

他
人
は
知
り
よ
う
が

な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず、

次
野
先
生
は
自
分
の
罪
を
告
白
す
る
の
で
あ
る。

こ
の
点
は
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の」

に
お
け
る
精
一

郎
が
会
社
を
騒
が
せ

た
百
円
を
最
後
ま
で
告
白
す
る
勇
気
が
な
い
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
と
同
時

に、

次
野
先
生
の
正
義
を
際
立
た
せ
る
効
呆
が
あ
る
。

も
う
ー
つ
注
目
し
た
い
の
は
梢
一

郎
に
し
ろ、

次
野
先
生
に
し
ろ、

ど
ち

ら
も
問
題
の
百
円
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る。

前
者
に
対
し
て
作
者
は
そ
の
原
因
を
見
つ
め、

貧
乏
と
窮
迫
の
中
に
い
る

人
々
は
や
む
を
得
ず、

不
正
を
敢
え
て
行
う
と
い
う
こ
と
を
強
糊
す
る
が、

後
者
に
対
し
て
作
者
は
不
正
に
つ
な
が
る
原
因
に
は
ほ
と
ん
ど
首
及
し
な

か
っ
た。

ど
ん
な
原
因
が
有
ろ
う
と
も、

不
正
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

を
作
者
は
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ぎ
に、

罪
を
つ
ぐ
な
う
方
法
に
注
目
し
よ
う。

次
野
先
生
は
自
分
の
不

正
を
告
白
し
た
上
で
吾
一

を
自
分
の
勤
め
て
い
る
商
業
学
校
に
世
話
を
す
る

約
束
を
し
た。

そ
の
上、

あ
の
百
円
を
今
の
と
こ
ろ
返
せ
な
い
が、

都
合
し

て
か
ら
き
っ
と
返
す
と
誓
っ
た
。

述
べ
て
き
た
諸
要
素
を
集
合
し
て、

有
三
は
不
正
を
告
白
し
て
償
う
人
間

像
を
完
璧
に
描
き
あ
げ
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
路
傍
の
石」

は
「
生
き
と
し

生
け
る
も
の
j

よ
り
十
四
年
後
に
行
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が、

手
法
的
に
も

作
者
は
ず
い
ぶ
ん
成
熟
し
て
き
て
い
る
。

偶
然
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か

く
と
し
て、

二
つ
の
作
品
に
お
け
る
百
円
を
め
ぐ
る
事
件
を
比
較
し
て、

有

三
の
思
想
上
の
進
展
が
明
か
に
な
っ
た
。

こ
の
成
功
は
長
い
年
月
試
行
緒
誤

を
繰
り
返
し、

つ
い
に
自
分
の
求
め
る
理
想
的
な
境
地
に
到
達
し
た
の
で
あ

る
。

「
真
実
一

路」

に
お
い
て、

有
三
は
楊
合
に
よ
っ
て
は
告
白
し
な
い
こ
と

も
必
要
だ
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。

義
平
の
要
は
二
人
の
子
ど
も
を
の

こ
し、

家
出
し
た
。

外
で
愛
人
を
作
っ
た
り
す
る
。

義
平
は、

そ
う
い
う
母
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・

親
の
存
在
が
幼
い
子
ど
も
達
の
成
長
に
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
が
あ
る
と
思
い、

最
後
ま
で
義
夫
に
母
は
死
ん
だ
と
思
わ
せ、
要
が
愛
人
と
の
間
に
で
き
た
志

津
子
に
そ
の
出
生
の
真
相
を
告
白
し
な
い。
毅
平
の
事
実
を
告
白
し
な
い
反

而
に
作
者
の
も
う―
つ
の
意
図
が
存
在
し
て
い
る。
現
実
社
会
の
な
か
で、

親
の
素
行
の
せ
い
で
子
ど
も
が
不
正
に
走
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な

い、
教
育
心
理
学
で
は、

良
い
環
境
づ
く
り
を
提
唱
し
て
い
る。
山
本
有
三

も
こ
う
い
う
科
学
的
な
も
の
を
腺
誼
し
て
主
人
公
に
子
ど
も
に
悪
い
真
実
を

告
白
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
よ
い
棗
境
や
家
庭
関
係
は
少
年
達
に
と
っ

て
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら、
な
ん
で
も
無
差
別
に
し
ゃ
ぺ
る
こ
と
は
決
し

て
い
い
事
で
は
な
い
と
い
う
意
識
が
有
三
の
告
白
観
に
潜
在
し
て
い
る。
そ

れ
に
は
現
実
的
な
意
義
が
あ
る
と
思
う。

有
三
の
文
学
は
現
実
主
義
か
ら
出
発
し
て
破
滅
と
無
解
決
を
好
ま
ず、

正

し
く
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
に
自
ら
改
普
し
て
ゆ
く
力
を
与
え
て
い
る
の
が

特
徴
で
あ
る。
こ
う
い
う
特
徴
に
基
づ
い
た
有
三
の
告
白
観
は
従
来
の
も
の

と
本
笠
的
に
異
な
る。
有
三
の
告
白
観
に
は
二
派
の
構
造
が
あ
る。
そ
の
一

は、

不
正
を
告
白
し
て
人
間
の
心
の
平
穏
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る。
そ
の

二
は、

不
正
を
告
白
し
な
い
で
行
為
で
償
う
こ
と
で
あ
る。
有
三
は
こ
の
二

者
を
統
合
し
て、
そ
の
告
白
観
を
理
想
の
境
地
に
ま
で
至
ら
せ
た
の
で
あ
る。

謝
辞、
こ
の
論
文
は
赤
羽
先
生
の
ご
指
祁
の
も
と
に
柑
い
た
も
の
で
あ
る。

こ
こ
で
感
謝
の
意
を
表
す。

（
閃
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）

注

注一
、
「
北
村
透
谷
集」
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮」
(
P
九
五）
明
治
文
学
全
集
に
よ
る。

二、
「
夏
目
漱
石
集」
「
こ
こ
ろ
J

(
P
七
五
四）
新
潮
社

三、
「
有
島
武
郎
の
「一
房
の
葡
菊」
に
お
け
る
罪
意
紐
の
欠
落」
赤
羽
先
生、
「
国

領
国
文
解
釈
昭
和
六
十一ー一
年
九
月
サ
P
三
三」

．

四、
永
野
府
先
生
は
山
本
布
三
の
長
女
の
ご
主
人
で、
元
東
京
学
芸
大
学
教
授
で

あ
っ
た。

「
山
本
布
三
評
伝•
新
灯
科」
を一
二八
回
に
わ
た
っ
て
「
国
文
学
鮒
釈
と
芦
代」

に
追
栽
し
た。
布
三
文
学
を
研
究
す
る
の
に、
と
て
も
貨
瓜
な
女
科
で
あ
る。

五、
「
は
な」
は
山
本
有
三
の
洟
で
あ
る。

六、
内
村
茫
三
は
燕
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
の
創
始
者
で
あ
る。

七、
阿
部
知
二
の
「
山
本
有
三
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム」
『
近
代
文
学
芦
代
講
座』
第

十
二
巻
に
よ
る。
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