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は
じ
め
に

幸
田
露
伴
の
「
ケ
チ
」
は
雑
誌
「
現
代
」
に
大
正
九
(
一
九
二

O
)
年

一
O
月
創
刊
号
か
ら
一
二
月
号
ま
で
三
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
、
後
に

単
行
本
「
龍
姿
蛇
姿
」
(
改
造
社
、
昭
2
・
1
)
に
収
録
さ
れ
る
際
に
「
望

樹
記
」
と
改
題
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
塩
谷
賛
は
、
「
龍
姿
蛇
姿
」

に
収
め
る
時
に
、
「
観
商
談
」
(
「
改
造
〕
、
大
凶
・

7
)
と
並
べ
る
た
め
に

改
題
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
事
実
、
短
編
集
「
幽
情
記
」
(
大
倉
書
庖
、

大
8
・
3
)
が
編
集
さ
れ
る
際
、
二
篇
ず
つ
題
名
が
対
に
な
る
よ
う
に
一

部
の
作
品
も
改
題
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
塩
谷
の
推
測
は
当
た
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
川
村
二
郎
は
小
説
の
中
心
を
樹
の
被
害
を
め
ぐ
っ
た
東

京
の
治
政
に
対
す
る
「
考
証
的
・
批
評
的
論
述
」
と
し
、
題
名
は
「
望
樹

記
」
で
あ
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。
関
谷
時
は
、
塩
谷
の
推
測
を
認
め

た
上
で
、
「
ケ
チ
」
と
「
望
樹
記
」
が
語
り
手
の
「
意
識
の
統
御
か
ら
自

由
な
他
者
性
を
守
っ
て
い
る
」
こ
と
で
、
題
名
と
し
て
質
的
差
異
は
無
い

と
指
摘
し
て
い
る
。
筆
者
は
塩
谷
の
改
題
事
構
や
、
関
谷
の
題
名
の
間
に

質
的
な
差
異
が
な
い
指
摘
に
賛
同
す
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
同
時
代
的

筑
波
大
学
大
学
院

蕎

王

潔

意
義
を
考
察
対
象
と
す
る
た
め
、
「
ケ
チ
」
と
い
う
初
出
の
題
名
に
従
う
。

川
村
と
関
谷
は
共
に
「
ケ
チ
」
の
批
評
性
を
読
ん
で
い
る
。
川
村
は
東

京
の
治
政
に
関
す
る
「
考
証
的
・
批
評
的
論
述
」
を
小
説
の
中
心
と
し
、

作
品
の
主
題
は
「
時
世
の
移
ろ
い
に
対
す
る
感
概
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
関
谷
は
川
村
論
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
時
務
論
的
批

評
」
の
内
実
を
分
析
し
、
蓮
賓
重
彦
の
三
大
正
的
』
言
説
と
批
評
」
(
「
批

評
空
間
」
、
平
3
・
7
)
に
依
拠
し
つ
つ
、
こ
の
作
品
の
批
評
性
は
、
「
分

離
よ
り
も
融
合
を
、
差
異
よ
り
も
同
一
を
お
の
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
と

し
て
選
び
と
り
、
暖
味
な
領
域
に
「
主
体
』
を
漂
わ
せ
た
ま
ま
」
の
吋
大

正
的
」
言
説
に
抗
し
て
「
言
葉
の
他
者
性
を
い
つ
く
し
ん
だ
と
い
う
、
語

り
手
の
ふ
る
ま
い
」
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
批
評
性
を
表
す
部
分
だ
け
で
な
く
、
作
品
全
体
を
読
む
べ
き

で
あ
ろ
う
。
本
作
の
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
、
塩
谷
は
「
露
伴
が
い
ま
ま
で

筆
に
し
な
か
っ
た
」
「
作
者
の
身
辺
や
心
境
も
窺
え
」
る
「
私
小
説
」
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
川
村
は
、
塩
谷
の
「
私
小
説
」

と
い
う
の
は
コ
」
く
軽
く
用
い
ら
れ
た
評
語
」
で
あ
る
と
述
べ
、
本
作
と

「
心
境
的
私
小
説
」
と
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
川
村
の
評

論
に
異
論
を
唱
え
る
の
で
は
な
い
が
、
何
故
塩
谷
が
私
小
説
と
称
し
た
か



を
考
え
て
み
た
い
。
私
小
説
は
大
正
末
か
ら
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
が
、
本
作
の
発
表
さ
れ
た
大
正
九
(
一
九
二

O
)
年
に
、
宇
野
浩
二

に
よ
る
私
小
説
に
関
す
る
初
期
的
言
説
が
掲
載
さ
れ
た
。

近
頃
の
日
本
の
小
説
界
の
一
部
に
は
不
思
議
な
現
象
が
あ
る
こ

と
を
賢
明
な
読
者
は
知
っ
て
居
ら
る
〉
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
無
精

に
「
私
」
と
い
ふ
訳
の
分
ら
な
い
人
物
が
出
て
き
て
、
そ
の
人
間
の

容
貌
は
無
論
の
こ
と
、
職
業
と
し
て
も
、
性
質
に
し
て
も
一
向
書
か

れ
な
く
て
、
そ
ん
な
ら
何
が
書
い
て
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
妙
な
感
想

の
様
な
も
の
ば
か
り
が
綴
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
気
を
付
け
て
見
る
と
、

ど
う
や
ら
そ
の
小
説
を
作
っ
た
作
者
自
身
が
郎
ち
そ
の
「
私
」
ら
し

い
の
で
あ
る
。
大
抵
さ
う
定
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
私
」

の
職
業
は
小
説
家
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
私
」
と
書
い
た
ら
小
説

の
署
名
人
を
指
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
不
思
議
な
現
象

を
読
者
も
作
者
も
少
し
も
怪
し
ま
な
い
。

宇
野
浩
二
は
、
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
人
物
設
定
の
な
い
「
私
」
が
感

想
の
よ
う
な
も
の
を
綴
り
、
読
者
も
そ
の
「
私
」
が
小
説
を
書
い
た
作
者

自
身
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
小
説
の
出
現
を
指
摘
し
て
い
る
。
宇
野
浩

二
は
「
奇
蹟
」
の
同
人
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
他
の
同
人
と
違
い
、
自
然

主
義
の
伝
統
か
ら
や
や
身
を
ず
ら
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
、

私
小
説
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
。

と
も
か
く
、
こ
の
言
説
に
よ
れ
ば
、
「
ケ
チ
」
は
私
小
説
の
要
素
を
備

え
て
い
る
。
「
ケ
チ
」
に
お
い
て
、
主
人
公
の
「
自
分
」
の
一
つ
の
言

葉
に
ま
つ
わ
る
心
境
が
語
ら
れ
る
。
冒
頭
か
ら
人
物
紹
介
が
為
さ
れ
ず
、

「
自
分
」
が
こ
の
一
、
二
年
来
、
「
年
を
と
る
と
ケ
チ
に
な
る
」
と
い
う
言

葉
が
時
々
脳
裏
に
浮
か
ぶ
こ
と
か
ら
始
る
。
ま
た
「
自
分
」
が
書
斎
で
仕

事
を
す
る
こ
と
や
、
釣
り
の
趣
味
を
持
つ
こ
と
、
住
ま
い
の
場
所
等
は
、

露
伴
と
重
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
露
伴
は
本
作
に
つ
い
て
「
一
々
皆
真
に

其
物
有
り
、
其
人
有
り
、
其
景
致
、
其
情
感
有
っ
て
、
而
し
て
写
し
出
し

た
も
の
で
あ
る
」
と
証
言
し
て
い
る
。
塩
谷
は
こ
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
り

私
小
説
と
評
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
私
小
説
と
の
異
向
に
関
す
る
川
村
の
指
摘
や
、
本
作
の
批
評

性
に
こ
だ
わ
る
関
谷
の
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
ケ
チ
』
は
単

な
る
私
小
説
で
は
な
い
。
「
天
う
つ
浪
」
が
中
絶
し
た
後
、
文
壇
か
ら
遠

ざ
か
っ
た
露
伴
は
、
大
正
八
(
一
九
一
九
)
年
に
歴
史
を
題
材
と
し
た
「
運

命
」
に
よ
っ
て
再
び
文
壇
に
復
帰
し
た
。
そ
の
次
の
年
に
、
何
故
私
小
説

の
形
式
を
借
り
て
こ
の
よ
う
な
小
説
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
は
、

作
品
分
析
を
行
い
、
本
作
の
主
題
を
考
察
し
た
上
で
、
同
時
伐
に
お
け
る

本
作
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
。
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一
、
近
代
以
前
の
老
婆
か
ら
見
た
近
代
化
i
老
婆
の
話

本
作
で
は
「
年
を
と
る
と
ケ
チ
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
二

つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
神
様
の
下
で
「
勿
体
無
い
」

を
唱
え
、
糸
屑
や
紙
層
を
再
利
用
す
る
老
婆
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
「
時

世
お
く
れ
」
と
白
慨
し
た
老
婆
の
口
か
ら
当
時
の
社
会
現
象
へ
の
批
判
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
ハ
、
ハ
、
。
し
か
し
世
の
中
は
小
痛
に
な
り
ま
し
た
ネ
エ
、
何

様
で
せ
う
一
寸
買
物
を
し
て
も
こ
ん
な
糸
で
縛
っ
て
よ
こ
す
な
ん
て
。

む
か
し
は
紙
菱
総
ば
か
り
で
済
ん
だ
も
の
で
す
。
買
物
す
る
に
は
風

呂
布
を
持
っ
て
行
き
ま
す
も
の
、
一
々
紙
で
包
ん
で
こ
ん
な
物
で
縛



る
な
ん
て
こ
と
は
、
実
は
無
駄
手
数
無
駄
物
づ
か
ひ
で
す
が
御
体
裁

す
ぎ
の
無
精
の
人
に
は
気
に
入
り
さ
う
な
事
な
の
で
、
何
処
で
も
仕

無
い
と
こ
ろ
は
無
い
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
此
糸
だ
っ
て
何
で
せ
う

遠
く
の
留
の
苔
姓
が
こ
し
ら
へ
た
綿
を
、
え
っ
ち
ら
を
つ
ち
ら
石
炭

を
焚
く
船
で
運
ん
で
来
て
、
そ
れ
か
ら
外
国
ご
し
ら
へ
の
す
ば
ら
し

い
機
械
へ
か
け
て
、
年
が
年
中
芝
居
の
雪
に
降
ら
れ
た
石
灯
鑑
み
た

や
う
な
工
女
さ
ん
の
手
の
世
話
を
受
け
さ
せ
た
果
が
、
や
っ
と
世
の

中
の
こ
ん
な
用
に
立
つ
の
で
せ
う
。
考
へ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
あ
だ

や
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
勿
体
無
い
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」

老
婆
は
先
ず
包
装
の
無
駄
遣
い
の
現
象
を
批
判
し
て
い
る
。
日
本
の
産

業
革
命
以
来
の
、
機
械
に
よ
る
大
工
業
生
産
が
背
景
に
あ
る
。
そ
の
中
で
、

物
が
安
く
多
く
な
る
に
つ
れ
、
こ
の
よ
う
な
商
品
の
過
剰
な
包
装
が
社
会

現
象
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
糸
の
生
産
過
程
に
お
い
て
、
「
年
が

年
中
」
働
く
女
工
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
産
業
革
命
中
に
成
立
し
た
主

要
な
機
械
制
大
工
業
は
綿
紡
績
業
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
出
稼
ぎ
女
工

は
低
賃
金
で
過
酷
な
労
働
を
し
た
。

「
デ
イ
デ
イ
屋
」
と
い
う
鼻
緒
の
前
つ
ぼ
等
を
直
す
江
戸
の
風
俗
の
代

り
に
、
老
婆
が
手
製
の
鼻
緒
の
前
つ
ぼ
で
通
り
か
か
り
の
人
を
助
け
よ
う

と
す
る
。
こ
の
日
、
老
婆
が
あ
る
婦
人
を
助
け
た
後
に
、
二
人
の
男
に
慨

笑
わ
れ
た
。

「
通
り
か
、
っ
た
二
人
づ
れ
の
男
、
余
り
感
心
し
な
い
洋
服
に
、
や

ス
テ
ツ
ヰ

す
い
洋
杖
薄
ッ
髭
、
ぶ
ら
/
¥
と
鷹
揚
ら
し
く
勿
体
ぶ
っ
て
歩
い
て

来
か
、
り
ま
し
た
が
、
一
人
が
行
過
ぎ
な
が
ら
、
わ
た
し
の
方
を
見

て
、
『
御
安
直
な
慈
善
か
う
ゐ
サ
ネ
。
」
と
言
ふ
と
、
も
う
一
人
が
振

願
っ
て
見
て
、
「
フ
ン
。
」
と
一
五
つ
て
、
「
慈
善
で
も
な
い
サ
、
ト
言

っ
て
義
侠
と
い
ふ
ほ
ど
で
も
無
し
カ
、
ハ
、
ハ
、
。
』
「
ハ
、
ハ
、
。
」

と
行
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
」

老
婆
が
人
の
役
に
立
つ
つ
も
り
で
作
っ
た
鼻
緒
の
前
つ
ぼ
は
、
男
等
に

き
わ
め
て
安
っ
ぽ
く
て
つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
た
。
男
等
は
、
文

明
開
化
が
も
た
ら
し
た
「
洋
版
」
「
洋
杖
」
「
薄
ッ
髭
」
の
格
好
を
し
て
い

る
。
西
洋
か
ぶ
れ
で
近
代
化
を
是
認
し
て
い
る
男
等
は
、
資
本
主
義
の
価

値
観
に
と
ら
わ
れ
て
、
老
婆
の
献
身
的
な
行
動
を
一
本
の
鼻
緒
の
前
つ
ぼ

の
価
値
に
縮
小
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
老
婆
は
男
等
の
格
好
を
「
余
り

感
心
し
な
い
洋
服
に
、
や
す
い
洋
杖
薄
ッ
髭
」
と
形
容
し
、
近
代
化
の
過

程
の
な
か
生
ま
れ
た
機
械
で
大
量
生
産
さ
れ
た
割
と
品
質
の
低
い
商
品
を

鋭
く
批
判
し
、
そ
の
格
好
を
し
て
自
慢
そ
う
に
歩
い
て
い
る
男
等
の
滑
稽

さ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
く
わ
え
て
、
老
婆
と
男
等
と
の
衝
突
に

つ
い
て
、
「
自
分
」
が
老
婆
を
慰
め
て
い
る
部
分
に
お
い
て
も
男
等
へ
の

批
判
が
見
ら
れ
る
。

誰
に
む
か
つ
て
だ
っ
て
、
御
安
産
だ
な
ん
て
侮
蔑
の
意
味
を
含
ん

で
居
ま
す
、
失
敬
千
万
な
、
回
国
中
の
泥
棒
路
か
な
ん
ぞ
で
其
奴
の

鼻
緒
が
き
れ
て
弱
っ
た
時
、
ヒ
ョ
ッ
ク
リ
お
婆
さ
ん
に
出
遇
は
せ
て
、

お
婆
さ
ん
の
親
切
を
貰
は
せ
て
や
り
た
い
。

こ
れ
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
の
男
等
も
鼻
緒
が
切
れ
る
と
密
る
の
で
、

彼
等
の
老
婆
に
対
す
る
考
え
は
理
不
尽
で
あ
る
。
老
婆
と
の
対
立
か
ら
、

男
等
は
近
代
化
の
良
し
悪
し
を
関
わ
ず
に
受
け
入
れ
た
近
代
人
と
し
て
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。
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二
、
近
代
人
の
「
自
分
」
が
見
た
近
代
化

i
「
市
治
」
の
問
題

「
年
を
と
る
と
ケ
チ
に
な
る
」
を
め
ぐ
っ
て
、
も
う
一
つ
の
エ
ピ
ソ

i

ド
は
、
「
自
分
」
が
今
年
の
春
に
一
本
の
梓
樹
に
対
し
て
考
え
た
り
、
調

べ
た
り
す
る
話
で
あ
る
。
特
に
筆
を
費
や
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
は
「
市

治
」
の
開
題
で
あ
る
。
一
年
前
の
嵐
の
特
徴
は
「
雨
を
伴
な
は
ぬ
割
合
に

は
余
の
庭
及
び
隣
家
の
庭
の
樹
木
を
其
の
根
か
ら
抜
き
倒
し
た
こ
と
の
多

か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
」
。
「
自
分
」
は
そ
の
原
因
が
「
風
力
の
強
か
っ
た

故
の
み
で
は
妊
に
く
、
「
市
治
」
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
。
具
体
的
に
は
、

市
外
地
の
戸
数
の
激
増
で
多
量
と
な
っ
た
下
水
に
よ
る
土
壌
の
酸
化
、
増

設
さ
れ
る
工
場
の
煤
煙
に
よ
る
空
気
の
不
均
、
そ
し
て
隅
田
川
下
流
の
埋

立
地
等
に
よ
る
地
下
水
の
水
位
の
上
昇
と
い
っ
た
原
因
を
指
摘
し
て
い
る
。

関
谷
は
地
下
水
の
水
位
の
上
昇
は
地
盤
沈
下
現
象
の
非
常
に
早
い
証
言
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
雑
か
に
「
地
盤
沈
下
」
と
い
う
言
葉
が
紙
上
に
現

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
七
(
一
九
三
二
)
年
頃
で
あ
る
。
そ
の
頃

よ
う
や
く
江
東
地
区
に
あ
る
述
、
河
の
流
れ
に
異
常
が
生
じ
た
り
、
高
潮
の

時
に
浸
水
が
深
刻
に
な
る
現
象
が
地
盤
沈
下
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
大
正
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
ケ
チ
」

に
お
い
て
す
で
に
そ
の
関
連
を
示
し
て
い
る
。

隣
国
川
の
水
面
が
平
日
に
於
て
高
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
東
京
市
の

暴
風
雨
及
び
津
浪
に
就
て
の
危
検
率
を
高
く
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

況
ん
や
東
京
湾
の
大
潮
は
春
秋
に
於
て
は
潮
の
干
満
の
み
で
も
七
尺

の
差
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
地
盤
の
低
い
市
に
取
っ
て
は
七
尺
だ
け

水
の
膨
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
軽
い
こ
と
で
は
無
い
。
(
中
略
)
河
水

の
放
流
と
い
ふ
こ
と
は
二
重
に
も
三
重
に
も
不
容
易
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
東
京
市
が
水
害
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
は
、
有
る
可
き

道
理
で
不
思
議
も
何
も
な
い
。

露
伴
は
本
作
に
お
い
て
東
京
の
水
害
と
地
盤
沈
下
と
の
関
連
を
早
く
も

指
摘
し
て
い
る
。
地
盤
沈
下
は
大
正
一
二
(
一
九
二
三
)
年
関
東
大
震
災

後
、
東
京
の
水
準
点
を
調
査
し
た
際
に
発
覚
し
た
。
そ
れ
よ
り
前
に
露
伴

の
洞
察
力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
現
象
を
関
連
さ
せ
て
理
解
出
来
て
い
た
。

ま
た
、
「
自
分
」
は
「
工
場
の
増
設
よ
り
生
ず
る
煤
煙
の
多
量
に
な
っ

た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
当
時
の
状
況
は
記
者
で
社
会
運
動
家
の

山
口
孤
剣
の
「
東
都
新
繁
昌
記
」
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

京
橋
、
日
本
橋
が
東
京
の
「
商
業
」
を
代
表
す
る
や
う
に
、
深
川

と
本
所
は
東
京
の
『
工
業
」
を
説
明
す
る
。
前
者
の
算
盤
玉
を
弾
く
時
、

後
者
の
器
械
は
ぐ
る
/
¥
と
廻
っ
て
ゐ
る
。
富
士
紡
、
鐘
紡
、
日
清

紡
の
工
場
は
本
所
及
之
に
接
し
た
処
に
在
る
。
否
紡
績
ば
か
り
で
は

な
い
。
種
々
の
工
場
は
本
所
に
在
る
。
「
此
処
王
孫
遊
煙
波
落
日

浮
白
看
洲
鳥
白
京
国
至
今
愁
」
と
詩
人
を
し
て
歌
は
し
め
し
業

平
橋
に
立
て
服
を
放
て
よ
。
東
京
瓦
斯
電
気
、
日
本
製
氷
、
高
砂
精

米
、
日
本
硫
酸
馨
土
、
東
京
食
料
品
製
造
、
三
回
土
ゴ
ム
の
諸
工
場
は
、

煙
突
か
ら
吐
き
出
す
煤
煙
真
っ
黒
に
、
悪
鬼
の
も
が
く
や
う
な
器
械

の
下
に
、
焔
熔
の
苦
を
嘗
め
て
ゐ
る
労
働
者
の
痛
ま
し
き
汗
を
思
は

せ
る
。
(
中
略
)
見
よ
林
立
す
る
煙
突
は
自
然
に
河
を
圧
す
る
簸
と

な
り
、
汚
物
塵
挨
は
異
臭
を
放
ち
、
一
時
間
内
外
の
花
見
に
、
女
は

白
い
お
召
し
に
黒
点
を
印
し
、
男
は
鼠
色
の
疾
を
吐
か
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
ふ
ゃ
う
で
は
、
本
所
の
名
物
は
向
島
の
花
で
は
な
く
し
て
、
ペ

ス
ト
菌
、
だ
と
い
ふ
口
悪
男
も
出
て
来
る
の
だ
。
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「
東
都
新
繁
日
日
記
」
職
工
の
本
所
・
煤
煙
譲
製
工
場
村
)

生
方
敏
郎
君
は
砲
兵
工
廠
撤
廃
論
を
唱
へ
て
、
次
の
や
う
に
云
っ

て
ゐ
る
。

砲
兵
工
廠
は
人
家
椀
密
の
都
会
を
避
け
て
、
是
非
共
人
煙
稀
薄
な

田
舎
へ
移
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
。
何
の
必
要
が
あ
っ
て
是
れ
を
東

京
の
真
中
に
多
く
の
人
の
健
康
を
犠
牲
に
し
て
迄
も
置
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
か
、
砲
兵
工
廠
の
煤
煙
を
頭
か
ら
浴
び
せ
ら
れ
る
街
々
は
、

本
郷
と
神
田
と
小
石
川
と
牛
込
だ
。
そ
し
て
此
の
一
区
は
最
も
学
者
の

多
い
処
だ
。
勉
強
仕
過
ぎ
る
か
ら
肺
病
に
な
る
と
か
、
秀
才
過
ぎ
る

か
ら
肺
病
に
な
る
と
か
い
ふ
前
に
我
々
は
如
何
に
多
く
の
学
生
が
砲

兵
工
廠
の
煤
煙
の
為
に
肺
病
を
患
っ
て
ゐ
る
か
を
思
は
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

東
京
に
於
け
る
肺
病
患
者
、
十
五
区
の
内
、
浅
草
本
所
を
除
く
時

は
小
五
川
が
一
番
多
い
と
い
ふ
こ
と
は
確
か
生
方
君
の
い
ふ
通
り
で

あ
る
が
、
然
し
砲
兵
工
廠
ば
か
り
を
罪
す
る
に
は
当
ら
な
い
。
小
石

川
は
今
や
煙
突
林
立
の
工
場
街
た
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
。
其
の
煙
突
の

煤
煙
は
小
五
川
の
繁
栄
を
祝
福
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
富
」

の
前
に
は
市
民
の
健
康
も
趣
味
も
幸
福
も
採
織
し
去
ら
ん
す
る
今
日

の
社
会
で
は
仕
方
が
な
い
。

(
「
東
都
新
繁
昌
記
」
学
者
の
小
石
川
・
地
価
の
勝
賞
)

当
時
の
東
京
で
は
、
工
場
地
帯
の
煤
煙
が
花
鳥
を
害
す
る
だ
け
で
な
く
、

「
市
民
の
健
康
も
趣
味
も
幸
福
も
探
蹴
」
し
て
い
た
。
東
京
の
近
代
産
業

が
大
規
模
と
な
り
、
煤
煙
の
問
題
が
貧
民
窟
か
ら
市
民
に
広
く
影
響
を
持

ち
始
め
た
の
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
通
じ
て
で
あ
る
。
本
作
に
お
い
て
ま

さ
に
当
時
の
大
き
な
問
題
が
突
か
れ
て
い
る
。
樹
木
の
被
害
の
原
因
を
語

る
こ
と
よ
っ
て
、
実
際
の
人
々
の
生
活
に
密
接
し
た
公
害
の
問
題
を
指
摘

し
て
い
る
。
経
済
が
発
展
す
る
一
方
、
自
然
や
人
類
が
そ
れ
に
害
さ
れ
る

ば
か
り
で
、
政
府
が
対
策
を
打
た
な
い
状
況
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
問
題
を
指
摘
し
た
後
、
「
自
分
」
は
諦
め
る
し
か
な
い
と
吐
露
し
て
い
る
。

時
々
水
害
が
起
る
の
は
地
面
の
洗
濯
だ
と
で
も
思
っ
て
、
「
あ
き
ら

め
る
心
の
底
は
む
ご
い
也
」
で
、
一
す
い
や
な
気
は
す
る
が
、
ま
あ

鍛
く
ち
ゃ
面
に
な
ら
ぬ
道
で
が
な
あ
ら
う
。
然
、
つ
も
片
づ
け
て
置
か

ね
ば
、
常
習
性
1
1
1
不
平
狂
と
い
ふ
病
名
で
も
頂
戴
し
て
、
巣
鴨
へ

で
も
生
埋
に
さ
れ
る
こ
と
だ
ら
う
。

「
市
治
」
の
欠
臨
を
知
り
な
が
ら
、
精
神
病
者
に
さ
れ
る
と
い
う
迫
害

を
恐
れ
て
、
そ
の
不
平
を
隠
し
て
暖
昧
な
態
度
を
取
る
し
か
な
い
「
自
分
」

が
描
か
れ
て
い
る
。
不
平
を
言
い
続
け
る
と
精
神
病
院
へ
「
生
埋
」
に
さ

れ
る
と
書
い
た
の
は
政
府
の
言
論
統
制
を
菰
刺
し
て
い
る
。
「
自
分
」
は

不
平
を
隠
す
と
言
い
な
が
ら
、
遠
回
し
に
批
難
し
て
い
る
。
露
伴
は
深
い

潟
察
力
と
鋭
敏
な
反
応
に
よ
り
近
代
工
業
化
、
都
市
化
の
開
題
を
暴
露
し

て
い
る
。
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、
近
代
合
理
主
義
の
相
対
化
i

「
自
分
」
の
心
境
描
写

一
節
と
二
節
に
お
い
て
、
近
代
以
前
か
ら
生
き
て
き
た
老
婆
と
近
代
人

と
し
て
生
き
て
い
る
「
自
分
」
の
両
方
を
通
し
て
近
代
化
が
批
判
さ
れ
て

い
る
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
自
分
」
は
近
代
に
生
き
な
が
ら
、
近
代

合
理
主
義
者
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
表
し
て
る
の
は
「
自

分
」
の
心
境
描
写
で
あ
る
。
本
作
に
お
け
る
心
境
の
描
写
は
自
然
主
義
の



客
観
的
心
理
描
写
と
違
い
、
無
意
識
・
潜
在
意
識
を
描
い
て
い
る
。
例
え

ば
、
冒
頭
部
の
心
理
描
写
を
見
て
み
よ
う
。

「
年
を
と
る
と
ケ
チ
に
な
る
。
」

此
言
葉
は
誰
か
ら
聞
い
た
の
か
、
ま
た
何
時
お
ぼ
え
た
の
か
、
其

由
来
が
甚
だ
不
明
で
あ
る
が
、
何
で
も
其
由
来
が
忘
れ
ら
れ
た
ほ
ど

遠
い
過
去
に
、
そ
し
て
其
由
来
が
想
ひ
出
さ
れ
ぬ
ほ
ど
不
注
意
に
受

取
っ
た
言
葉
に
相
速
な
い
。
そ
れ
が
何
様
し
た
も
の
か
此
二
一
年
来
、

時
と
し
て
頭
を
接
げ
て
来
る
。

「
年
を
と
る
と
ケ
チ
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
が
頭
の
ど
こ
か
に
潜
ん
で

お
り
、
「
時
と
し
て
頭
を
捧
げ
て
来
る
」
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
意
識
せ
ず

に
想
起
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
「
何
処
か
ら
か
関
こ
え
る
」
と
無
意
識
に

こ
の
言
葉
が
浮
か
ぶ
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

ま
た
、
「
と
ね
り
こ
」
と
い
う
樹
の
名
前
を
想
起
す
る
場
面
は
、
仏
教

の
「
輪
廻
応
報
」
の
道
理
で
説
明
す
る
ほ
ど
不
思
議
な
体
験
と
し
て
描
か

れ
る
。

昨
日
と
今
朝
と
の
開
の
自
分
は
熟
睡
し
て
何
も
知
ら
無
か
っ
た
が
、

過
去
に
於
て
た
c
僅
に
心
境
に
触
れ
た
の
み
の
と
ね
り
こ
が
、
我
も

求
め
ず
彼
も
来
ら
ぬ
の
に
、
時
節
因
縁
で
忽
然
と
躍
り
出
し
て
来
る

の
で
あ
る
。
千
畳
敷
へ
落
と
し
た
針
の
音
の
微
か
な
の
も
滅
す
る
も

の
で
は
無
い
。
輪
廻
応
報
の
道
理
で
、
其
者
に
跳
り
出
さ
れ
て
、
其

の
因
は
其
の
果
を
生
じ
、
其
の
業
は
そ
の
報
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

自
分
が
た

c
何
か
の
書
で
遭
遇
し
た
ず
け
の
と
ね
り
こ
さ
へ
、
今
朝

は
お
の
づ
か
ら
に
し
て
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。

前
日
に
「
と
ね
り
こ
」
に
つ
い
て
の
考
え
が
膝
骨
一
泊
し
て
し
ま
っ
て
「
い

く
ら
自
を
帰
っ
て
も
無
駄
な
霧
の
中
で
見
え
ぬ
も
の
を
見
出
さ
う
と
す
る

痴
態
に
踊
っ
て
終
」
い
、
つ
い
何
も
得
ず
寝
て
し
ま
っ
た
が
、
次
の
朝
食

時
に
、
「
と
ね
り
こ
」
が
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
「
自
分
の
世
界
」
に

「
踊
り
出
し
た
」
。
こ
れ
は
潜
在
意
識
の
働
き
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
露
伴

は
宗
教
の
体
験
と
し
て
描
き
、
一
一
層
神
秘
性
を
増
し
て
い
る
。

こ
の
無
意
識
・
潜
在
意
識
の
搭
写
は
「
ケ
チ
』
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で

は
な
く
、
露
伴
の
初
期
作
品
に
す
で
に
こ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
成
瀬
正

勝
は
初
期
の
テ

i
マ
の
一
つ
で
あ
る
「
風
流
」
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す

る。

今
日
の
精
神
分
析
学
に
照
せ
ば
、
そ
れ
は
も
っ
と
適
切
な
用
語
で
、

こ
の
種
の
意
識
下
の
意
識
を
捕
え
得
た
か
も
し
れ
な
い
。
す
く
な
く

と
も
合
理
を
超
え
た
何
物
か
で
あ
る
。
氾
濫
す
れ
ば
魔
的
エ
ネ
ル

ギ
ー
で
あ
り
、
凝
留
す
れ
ば
純
粋
な
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
も
あ
る
。

自
在
に
融
通
す
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
風
流
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

成
瀬
は
「
風
流
」
の
発
想
が
露
伴
の
仏
典
読
破
や
、
文
明
開
化
の
合
理

主
義
の
射
程
外
の
北
海
道
時
代
に
因
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
「
ケ
チ
」

に
な
る
と
、
明
ら
か
に
近
代
の
合
理
主
義
が
浸
透
し
て
い
る
。
主
人
公
の

「
自
分
」
は
梼
の
種
類
を
認
識
す
る
た
め
に
、
「
科
学
の
書
」
で
あ
る
自
然

分
類
の
検
索
表
を
使
お
う
と
し
た
り
、
庭
師
の
老
爺
と
梓
樹
が
良
い
樹
か

否
か
の
議
論
を
す
る
中
に
、
持
ち
出
し
た
論
拠
が
「
強
い
も
の
が
好
い
も

の
で
、
弱
い
者
が
悪
い
も
の
だ
」
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
優
勝
劣
敗

の
論
理
で
あ
っ
た
り
、
梓
樹
を
好
い
樹
と
証
明
す
る
た
め
に
、
西
洋
の
釣

り
の
書
、
「
准
南
子
」
、
百
科
辞
書
等
よ
り
そ
の
用
途
を
探
し
出
し
た
り
す

る
。
こ
れ
ら
は
皆
合
理
主
義
や
科
学
主
義
的
な
振
る
舞
い
で
あ
る
。
し
か

し
、
自
然
分
類
の
検
索
表
を
「
久
し
く
書
架
の
塵
挨
に
埋
も
ら
せ
」
た
ま
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ま
、
「
自
分
」
は
つ
い
隣
の
庭
部
か
ら
樹
の
名
前
を
開
い
た
。
優
勝
劣
敗

ひ
ゅ

の
原
理
で
好
い
も
の
と
な
る
雑
草
の
菟
に
は
「
自
分
」
も
「
大
関
口
」
で
、

「
全
く
彼
に
は
恐
入
る
」
。
更
に
、
大
昔
の
東
洋
の
本
、
遺
々
彼
方
の
西
洋

の
本
等
よ
り
発
見
し
た
梓
樹
の
用
途
は
日
本
に
お
い
て
実
現
で
き
ず
、
あ

く
ま
で
紙
上
の
空
論
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
梓
樹
を
価

値
の
あ
る
掛
と
“
証
明
す
る
こ
と
に
対
し
、
「
自
分
」
は
「
年
を
と
る
と
ケ

チ
に
な
る
」
と
自
制
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
明
開
化
が
も

た
ら
し
た
合
理
主
義
や
科
学
主
義
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
無
意

識
・
潜
在
意
識
の
描
写
も
合
理
主
義
や
科
学
主
義
を
通
過
し
た
後
、
そ
れ

ら
へ
の
抵
抗
と
し
て
読
み
取
れ
る
。

ま
と
め

明
治
の
文
明
開
化
よ
り
日
本
は
近
代
化
の
道
を
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
伴
い
、
老
婆
が
一
言
う
浪
費
の
問
題
、
女
工
の
問
題
、
ま
た
「
自
分
」

が
見
た
公
害
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
男
等
に
代
表
さ
れ
た
近
代
化
の

是
非
を
関
わ
ず
に
受
け
入
れ
た
人
も
い
る
。
露
伴
は
私
小
説
の
形
式
を
借

り
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
指
摘
し
つ
つ
、
文
明
開
化
が
も
た
ら
し
た
科
学

主
義
や
合
理
主
義
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
化
す
る
日
本
社
会

に
対
す
る
文
明
批
評
を
行
っ
て
い
る
。
一
人
称
の
主
人
公
の
、
心
境
を
綴
る

形
式
を
用
い
た
と
は
い
え
、
露
伴
の
社
会
を
見
つ
め
る
姿
勢
は
個
人
に
こ

だ
わ
る
私
小
説
と
大
き
く
相
違
す
る
。
私
小
説
が
流
行
す
る
な
か
、
露
伴

は
現
実
の
問
題
に
触
れ
る
小
説
を
書
い
た
。
社
会
を
見
つ
め
る
姿
勢
は
次

の
資
料
に
お
い
て
も
明
白
で
あ
る
。
「
現
代
」
に
「
ケ
チ
」
を
発
表
し
た
際
、

雑
誌
名
に
因
ん
で
現
代
を
論
ず
る
意
義
が
述
、
べ
ら
れ
る
。

思
ふ
可
き
は
今
日
な
り
。
昨
を
思
ひ
て
今
を
忘
る
、
を
棺
裏
の
活

計
と
い
ふ
。
明
を
思
ひ
て
今
を
忘
る
〉
を
現
鐘
打
た
ず
更
に
山
を
鋳

る
と
い
ふ
。
好
く
今
日
に
行
は
ば
、
昨
も
お
の
づ
か
ら
好
く
、
明
も

お
の
づ
か
ら
好
か
ら
ん
。
論
ず
可
き
は
現
代
な
り
。
前
古
を
論
じ
て

わ
す

現
代
を
遺
る
〉
を
、
雨
葬
れ
て
蓑
笠
を
被
る
と
い
ふ
。
後
世
を
論
じ

て
現
代
を
遺
る
、
を
、
火
を
織
ん
に
し
て
空
鼎
を
烹
る
と
い
ふ
。
善

く
現
代
を
論
じ
得
て
中
ら
ば
、
前
古
を
論
ず
る
も
中
り
、
後
世
を
論

ず
る
も
中
ら
ん
。

「
ケ
チ
」
も
こ
の
題
辞
が
述
べ
た
通
り
、
現
代
の
問
題
を
取
り
上
げ
る

の
で
あ
る
。
露
伴
は
武
士
の
家
柄
で
あ
り
、
明
治
政
府
の
権
力
の
外
側
に

い
な
が
ら
、
士
大
夫
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
常
に
社
会
問
題
に
関
心
を
持
ち

続
け
て
い
る
。
日
本
が
近
代
化
に
よ
っ
て
大
き
く
変
容
す
る
中
、
露
伴
は

多
く
の
評
論
を
残
し
て
い
る
。
例
え
ば
明
治
一
一
一

0
年
代
、
自
本
の
産
業

資
本
を
確
立
さ
せ
る
段
階
で
、
「
都
市
問
題
」
が
現
れ
た
。
長
十
徳
秋
水
序
、

細
野
猪
太
郎
著
「
東
京
の
過
去
及
将
来
』
(
金
港
堂
、
明
お
・

9
)
が
出

版
さ
れ
、
露
伴
は
「
一
一
回
の
首
都
』
(
『
新
小
説
」
明
m
M

・
1

/
ロ
、
お
・

2
/
3
)
を
書
い
た
。
『
一
一
回
の
首
都
」
は
東
京
が
江
戸
に
比
べ
て
醜
悪

な
都
会
に
堕
落
し
た
の
は
、
薩
長
出
身
の
政
府
高
官
の
責
任
で
あ
る
と
批

判
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
幼
稚
園
の
増
設
、
道
路
、
下
水
道
の
整
備
等
、

近
代
的
都
市
と
し
て
の
東
京
の
未
来
臨
が
縦
横
に
論
じ
ら
れ
る
評
論
で
あ

る
。
例
は
枚
挙
に
遣
が
な
い
が
、
「
ケ
チ
」
が
書
け
た
の
は
、
常
に
社
会

問
題
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

文
明
批
評
を
行
お
う
と
す
る
露
伴
は
何
故
当
時
の
文
壇
の
一
現
象
で
あ

る
、
一
人
称
の
主
人
公
が
心
境
を
綴
る
形
式
を
用
い
た
か
。
前
年
に
文

壇
に
復
帰
し
た
露
伴
は
、
自
然
主
義
以
降
の
大
正
文
壇
に
、
特
に
私
小
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説
の
流
行
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
正

五
(
一
九
二
ハ
)
年
一

O
月
の
「
新
潮
」
は
、
文
壇
新
機
運
号
と
い
う
形

で
編
集
さ
れ
て
い
る
が
、
武
者
小
路
実
篤
、
一
長
与
善
郎
、
里
見
拝
ら
『
白

樺
」
組
に
ま
じ
っ
て
、

2
E巴
の
同
人
で
あ
る
相
馬
泰
三
と
谷
崎
精
二

が
作
品
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
れ
で
彼
等
は
大
正
文
壇
の
中
軸
の
人
と
な
っ

た
。
白
樺
派
の
「
自
己
肯
定
」
と
「
奇
蹟
」
の
同
人
な
る
新
早
稲
田
派
の
「
心
」

(
ぬ
)

の
重
視
は
共
に
個
人
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
露
伴
は
「
岳
然
派
勃
興
以
降

の
小
説
壇
」
(
「
新
日
本
」
大
6
・
1
)
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て

し
る
。

罰
し
て
又
、
翻
へ
っ
て
一
方
作
家
の
側
に
就
い
て
観
る
と
、
司
利

亦
桝
リ
寸
銅
剣
州
新
刻
出
制
剥
斗
剖
叫
射
訓
到
出
リ
引
謡
刈
剖
引
料
、

創
何
叫
樹
引
例
割
引
刻
劇
税
制
対
州
1
倒
倒
同
閣
制
利
引
尉
凶

U
剖

川
州
出
州
側
斜
刻
刻
。
凡
そ
創
作
の
成
素
に
努
力
の
必
要
で
あ
る
こ

と
は
、
著
明
の
こ
と
で
あ
る
が
努
力
ば
か
り
で
は
不
可
ぬ
。
必
ず
其

処
に
感
激
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
感
激
と
努
力
の
二
つ
は
互
に
相
侠

っ
て
芸
術
品
の
光
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。
制
謝
斜
計
制
刻
樹
淵
劉

叫
川
制
叫
制
1
劇
淵
例
制
り
凶
民
川
州
司
刻
引
制
1
引
制
戚
捌
制
対

な
る
感
激
で
は
な
く
、
小
さ
な
個
人
の
感
激
が
主
と
な
っ
て
居
る
や

引
同
剖
叫
利
引
。
(
傍
線
筆
者
)

露
伴
は
こ
の
頃
の
文
壇
の
傾
向
に
つ
い
て
、
「
創
作
に
最
も
須
要
な
る

感
激
の
方
が
、
傍
位
に
置
か
れ
」
、
し
か
も
「
個
人
の
感
激
が
主
と
な
っ
」

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
白
樺
派
や
新
早
稲
田
派
に
代
表
さ

れ
る
私
小
説
の
類
に
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
。
露
伴
は
「
ケ
チ
」
に
お
い

て
、
私
小
説
の
形
を
用
い
な
が
ら
、
「
小
さ
な
偲
人
の
感
激
」
に
止
ま
ら
ず
、

社
会
問
題
に
対
す
る
深
い
洞
察
力
を
示
し
て
い
る
。
事
実
と
し
て
読
ま
れ

る
私
小
説
を
逆
手
に
取
っ
て
社
会
の
現
実
を
照
射
す
る
装
置
と
し
て
駆
使

し
た
。
大
正
文
壇
に
対
し
て
、
「
大
な
る
感
激
」
の
小
説
を
書
い
て
見
せ
た
。

注(
l
)

単
行
本
に
収
録
さ
れ
る
際
に
、
例
え
ば
初
出
の
「

S
博
士
」
が
「
斎
田
博
士
」

に
変
更
さ
れ
る
等
、
本
文
に
諾
葉
の
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
内
容
に
か
か
わ
る
大
き

な
異
向
が
見
ら
れ
な
い
。

(
2
)

塩
谷
賛
「
望
樹
記
」
(
「
幸
田
露
伴
」
中
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
G
・
日
)

(3)

川
村
二
郎
「
観
察
か
ら
幻
視
へ

i
幸
田
露
伴
論

i
」
(
「
文
学
界
』
お
巻
l
号、

沼
必
・

1
)

(
4
)

関
谷
博
「
「
望
樹
記
」
論
!
大
正
期
露
伴
の
批
評
活
動
」
(
「
立
教
大
学
日
本
文
学
』

ω号
、
平
4
・
U
)

(5)

前
掲
注
3

(
6
)

前
掲
注
4

(
7
)

前
掲
注

2

(
8
)

前
掲
注
3

(
9
)

宇
野
浩
二
「
甘
き
世
の
話
」
(
「
中
央
公
論
』
大
9
・
9
)

(
叩
)
幸
田
露
伴
「
序
文
」
(
「
龍
姿
蛇
姿
」
改
造
社
、
昭
2
・
1
)

(
日
)
宮
地
正
人
「
一
九

0
0年
代
の
経
済
構
造
」
(
「
新
版
世
界
各
国
史
1
日
本
史
」
山
川

出
版
社
、
平
却
・

1
)

(
臼
)
「
文
明
開
化
絵
事
典
」

(
P
H
P
研
究
所
、
平
日
・

4
)
に
よ
れ
ば
、
三
代
将
軍
・

癒
川
家
光
の
時
代
に
頬
髭
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
文
明
開
化
と
と
も
に
西
洋

の
風
習
が
日
本
に
上
陸
し
、
髭
を
生
や
す
こ
と
が
流
行
し
た
。

(
日
)
東
京
都
公
害
研
究
所
「
公
害
と
東
京
都
』
(
東
京
都
広
報
室
、
昭
必
・

6
)

(
は
)
山
口
孤
剣
「
東
都
新
繁
昌
記
」
(
京
慈
堂
書
宿
、
文
武
堂
害
賠
、
大
7
・
6
)
は
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大
正
凶
(
一
九
一
五
)
年
一
二
月
よ
り
大
正
六
(
一
九
一
七
)
年
二
月
ま
で
新
聞
「
新

日
本
」
で
連
載
さ
れ
た
記
事
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
前
掲
注
目

(
日
)
成
瀬
正
勝
「
紅
葉
と
露
伴
に
お
け
る
小
説
の
理
念
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」

昭
刊
・

1
)

(
口
)
自
然
分
類
の
検
索
表
は
斎
田
功
太
郎
、
稲
葉
彦
六
共
著
『
新
撰
植
物
教
科
書
約
録
・

植
物
自
然
分
類
検
索
表
い
(
大
日
本
図
書
、
明
幻
・

3
初
版
)
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
注
ー

の
通
り
、
「
ケ
チ
」
の
初
出
で
は
「
S
博
士
の
若
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
龍
姿
蛇
姿
」

に
収
録
さ
れ
た
際
、
「
斎
田
博
士
の
著
」
と
な
っ
て
い
る
。
木
原
均
、
篠
遠
嘉
人
、
磯

野
直
秀
著
の
吋
近
代
日
本
生
物
学
小
伝
」
(
平
河
出
版
社
、
昭
日
・
ロ
)
に
よ
れ
ば
、

斎
田
功
太
郎
は
東
京
大
学
が
明
治
一

O
(
一
八
七
七
)
年
一

O
月
に
関
学
し
た
時
に

開
設
さ
れ
た
生
物
学
科
植
物
専
攻
の
矢
田
部
良
吉
教
授
の
下
で
勉
強
し
、
大
学
院
で

博
士
学
位
を
得
た
。
そ
の
「
大
日
本
普
通
植
物
誌
」
や
教
科
書
は
広
く
用
い
ら
れ
た
。

(
国
)
幸
田
露
伴
「
現
代
に
題
す
」
(
「
現
代
」
創
刊
号
、
大
9
・
叩
)

(
円
)
小
田
切
進
「
日
本
近
代
文
学
大
事
政
(
」
第
二
巻
(
講
談
社
、
昭
臼
・
日
)
に
お

け
る
前
田
愛
が
執
筆
し
た
「
幸
町
露
伴
」
の
項
目
に
拠
る
。

(
却
)
紅
野
敏
郎
、
三
好
行
雄
、
竹
盛
天
雄
、
平
間
敏
夫
「
大
正
の
文
学
」
(
有
斐
問
、

昭
門
別
・

9
)
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