
江
戸
川
乱
歩
の
推
理
小
説
に
は
、
多
く
の
ト
リ
ッ
ク
が
使
わ
れ
て
い
る
。
今
回
は

そ
の
中
で
も
、
読
者
の
気
づ
き
に
く
い
〈
語
り
〉
の
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
、「
目
羅
博

士
」
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。

題
材
と
す
る
「
目
羅
博
士
」
は
、
上
野
を
散
策
し
て
い
た
〈
乱
歩
〉
が
青
年
と
出

会
い
、
そ
の
青
年
か
ら
丸
の
内
で
起
こ
っ
た
怪
奇
連
続
殺
人
の
真
相
を
告
白
さ
れ
る

と
い
う
短
編
小
説
で
あ
る
。
ま
た
、
語
り
手
と
し
て
登
場
す
る
唯
一
の
作
品
で
あ
る

こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
乱
歩
作
品
に
よ
く
見
ら
れ
る
異
常
人
物
が
二
人
も
登
場
し
、

語
り
手
が
す
り
か
わ
る
な
ど
の
い
く
つ
か
の
ト
リ
ッ
ク
が
使
わ
れ
て
い
る
、
乱
歩
作

品
の
要
素
が
充
分
に
詰
め
込
ま
れ
た
一
作
で
あ
る
。

Ⅰ

舞
台
と
な
っ
た
場
所

ま
ず
は
殺
人
の
舞
台
に
丸
の
内
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

作
品
中
の
丸
の
内
で
は
、
三
度
の
殺
人
が
行
わ
れ
、
そ
の
度
に
ビ
ル
の
借
り
主
が

変
わ
る
。
青
年
は
そ
の
死
の
真
実
を
知
る
た
め
に
、
借
り
主
達
の
人
柄
や
死
の
原
因

を
探
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
青
年
と
借
り
主
の
感
情
の
交
流
は
見
ら
れ
な
い
。
青
年

に
と
っ
て
借
り
主
達
は
あ
く
ま
で
観
察
対
象
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
品
中
の
丸
の
内
は
、
近
隣
の
ビ
ル
に
居
な
が
ら
も
、
お
互
い
に
無

関
心
で
あ
る
様
子
を
感
じ
さ
せ
る
。

松
山
巌
氏
は
、
大
都
市
化
す
る
こ
と
に
よ
り
故
郷
喪
失
者
が
増
加
し
た
当
時
の
東

京
に
お
い
て
は
、
人
間
同
士
の
関
係
が
希
薄
化
し
て
お
り
、
そ
れ
を
乱
歩
が
作
品
内

に
反
映
さ
せ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

当
時
の
丸
の
内
は
そ
の
最
た
る
場
所
と
し

て
、
人
を
実
験
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
、
怪
奇
連
続
殺
人
の
舞
台
に
選
ば
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

次
に
丸
の
内
で
の
怪
奇
殺
人
が
語
ら
れ
る
舞
台
と
し
て
、
な
ぜ
上
野
が
選
ば
れ
た

の
か
考
察
す
る
。

ま
ず
、
本
文
中
か
ら
丸
の
内
を
描
写
し
た
部
分
を
引
用
す
る
と
、

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
部
屋
々
々
は
、
た
ま
に
は
住
宅
兼
用
の
人
も
あ
り
ま
し
た

が
、
た
い
て
い
は
昼
間
だ
け
の
オ
フ
ィ
ス
で
、
夜
は
み
な
帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

昼
間
賑
や
か
な
だ
け
に
夜
の
淋
し
さ
と
言
っ
た
ら
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
よ
う
に
日
中
の
賑
や
か
さ
に
対
し
て
夜
の
閑
散
と
し
た
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。
さ
て
、
上
野
の
描
写
を
見
て
み
よ
う
。

も
う
夕
方
で
、
閉
館
時
間
が
迫
っ
て
き
て
、
見
物
た
ち
は
た
い
て
い
帰
っ
て

し
ま
い
、
館
内
は
ひ
っ
そ
り
か
ん
と
静
ま
り
返
っ
て
い
た
。（
中
略
）
ま
だ
門
が

（
１
）
る
。

10― ―

個
人
レ
ポ
ー
ト

ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
語
り

―
江
戸
川
乱
歩
「
目
羅
博
士
」
を
読
む

―

生

熊

愛



閉
ま
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
場
内
は
ガ
ラ
ン
と
し
て
、
人
け
も
な
い
有
様

だ
。

と
、
賑
や
か
で
あ
っ
た
こ
の
街
も
ま
た
、
夜
に
な
る
に
つ
れ
人
気
の
な
い
閑
散
と

し
た
場
所
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

丸
の
内
は
勤
務
地
、
上
野
は
娯
楽
地
、
二
つ
の
舞
台
は
関
係
が
無
い
よ
う
で
供
出

か
け
て
い
く
場
所
僑
す
な
わ
ち
、
昼
と
夜
の
様
相
に
落
差
が
あ
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
の
で
あ
る
。
怪
談
話
を
語
る
時
に
い
か
に
も
心
霊
現

象
が
起
こ
り
そ
う
な
場
所
を
選
ぶ
よ
う
に
、
殺
人
の
起
き
た
場
所
の
イ
メ
ー
ジ
と
、

語
ら
れ
る
場
所
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
意
図
的
に
近
づ
け
る
事
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
舞
台

を
シ
ン
ク
ロ
さ
せ
る
こ
と
が
、
語
ら
れ
る
舞
台
と
し
て
上
野
が
選
ば
れ
た
理
由
で
あ

る
と
、
私
は
考
え
る
。

さ
ら
に
実
在
す
る
地
名
が
使
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
、
作
品
世
界
に

一
つ
の
奥
行
き
を
持
た
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
奥
行
き
に
つ

い
て
は
Ⅲ
章
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ

作
者
乱
歩
の
登
場
の
意
味
と
は

「
目
羅
博
士
」
に
は
作
者
で
あ
る
江
戸
川
乱
歩
自
身
が
そ
の
ま
ま
の
名
前
で
登
場

す
る
。
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
昭
和
六
年
を
通
史
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
初
期
の

「
二
銭
銅
貨
」「
心
理
試
験
」「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」
等
の
純
粋
な
推
理
小
説
に
対
し
、

大
正
一
五
年
か
ら
こ
ち
ら
は
、「
闇
に
蠢
く
」「
鏡
地
獄
」「
一
寸
法
師
」
等
の
一
種

の
異
常
趣
味
を
題
材
に
し
た
よ
う
な
作
品
を
経
て
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
は
「
芋
虫

（
原
題
は
悪
魔
）」
に
代
表
さ
れ
る
エ
ロ
グ
ロ
の
作
品
へ
と
傾
倒
し
て
い
っ
た
時
期
に

当
た
る
。
ま
た
、
乱
歩
は
大
正
一
五
年
か
ら
一
年
半
の
休
筆
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の

後
昭
和
七
年
に
二
度
目
の
休
筆
に
入
る
が
、
そ
の
間
に
書
か
れ
た
の
が
「
目
羅
博

士
」
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
乱
歩
は
作
品
作
り
に
息
詰
ま
り
自
信
を
喪
失
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ

こ
の
こ
と
を
や
や
重
視
し
て
考
察
す
れ
ば
、
乱
歩
が
自
分
は
作
品

を
作
ら
ず
た
だ
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
、
作
品
を
通
じ
て
公
に
知

ら
し
め
た
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
作
品
中
に
も
、「
事
実
、
私
は
小
説
の
筋
を

探
し
て
い
た
。」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
の
為
に
作
品
の
中
に
自
身
を
登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
い
と
私
は
考
え
る
。

乱
歩
が
作
品
に
登
場
す
る
理
由
と
し
て
は
二
つ
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
つ
目
は
自
己
の
異
常
性
の
否
定
で
あ
る
。
高
原
英
理
氏
は
「
語
り
の
事
故
現

場
」
で
乱
歩
の
他
の
作
品
で
あ
る
「
孤
島
の
鬼
」
に
お
い
て
、
語
り
手
に
は
同
性
愛

（
＝
異
常
）
を
否
定
さ
せ
て
、
必
要
以
上
の
正
常
さ
を
持
た
せ
て
い
る
と
言
及
し
て

い
こ
の
指
摘
は
「
目
羅
博
士
」
の
語
り
手
で
あ
る
〈
乱
歩
〉
に
対
し
て
も
採
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
目
の
前
に
は
ル
ン
ペ
ン
風
の
し
か
も
奇
妙
な
青
年
を
出
現
さ
せ
、

更
に
そ
の
青
年
で
す
ら
異
常
で
あ
る
と
考
え
る
目
羅
博
士
を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
必
要
以
上
に
異
常
人
物
を
作
品
の
中
に
配
置
し
て
い
る
の
は
な

ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
作
者
の
分
身
で
あ
る
語
り
手
の
正
常
さ
を
表
す
た
め
に
他
な
ら

な
い
。
先
の
論
文
で
高
原
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
に
異
常
な
こ
と
で
も
、

そ
れ
が
自
分
自
身
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
自
身
の
正
常
不
正
常
を
疑
わ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
む
し
ろ
異
常
な
人
物
が
周
辺
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
正
常
さ
は
異

常
な
人
物
が
登
場
し
な
い
場
合
よ
り
も
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
時
分
乱
歩
は
通
俗
小
説
に
走
っ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
エ

ロ
グ
ロ
な
内
容
で
あ
り
、
そ
の
作
品
群
を
書
い
た
乱
歩
自
身
、
自
分
の
異
常
さ
を
意

識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
為
無
意
識
の
う
ち
に
自
分
の
正
常

さ
を
証
明
す
る
よ
う
な
作
品
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
察
す
る
。
そ
の
根

拠
と
し
て
、
乱
歩
が
書
い
た
「
私
は
、
犯
罪
者
的
素
質
を
持
っ
て
い

と
い
う
文

（
２
）
る
。

（
３
）
る
。

（
４
）
た
」
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章
を
引
用
す
る
と
、

だ
か
ら
、
一
つ
ま
ち
が
え
ば
、
私
は
犯
罪
者
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
中
略
）
青
年
時
代
の
現
実
の
犯
罪
的
素
質
を
救
っ
て
く
れ
た
の
は
、
私
の
場

合
は
探
偵
小
説
で
あ
っ
た
。
私
は
現
実
に
自
殺
し
、
現
実
に
罪
を
犯
す
か
わ
り

に
、
小
説
の
中
に
そ
れ
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

小
説
の
中
で
は
ど
ん
な
残
虐
な
こ
と
で
も
や
る
。

こ
の
よ
う
に
乱
歩
は
自
分
の
異
常
性
を
十
分
に
理
解
し
て
お
り
、
小
説
は
乱
歩
の

犯
罪
願
望
を
解
放
す
る
一
つ
の
道
具
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
時
期
乱
歩
は

自
己
の
異
常
性
を
投
影
し
て
い
る
小
説
が
あ
ま
り
に
エ
ロ
グ
ロ
に
走
り
す
ぎ
て
い
る

こ
と
に
、
自
己
へ
の
嫌
悪
を
感
じ
、
そ
の
為
自
己
の
正
常
性
を
小
説
の
な
か
に
書
き

込
む
こ
と
、
も
っ
と
言
え
ば
小
説
を
利
用
し
て
自
己
の
正
常
性
を
公
に
示
す
こ
と
で

精
神
的
な
安
定
を
図
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乱
歩
を
作
品
に
登
場
さ
せ
た
二
つ
目
の
理
由
と
し
て
は
、
現
実
に
存
在
す
る
人
物

を
作
品
中
に
配
す
る
こ
と
で
作
品
世
界
に
奥
行
き
を
持
た
せ
る
効
果
で
あ
る
。
作
品

の
内
容
が
あ
ま
り
に
幻
想
的
で
非
現
実
的
で
あ
る
た
め
、
現
存
す
る
人
物
を
配
す
る

だ
け
で
作
品
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

し
か
し
、
冒
頭
の

を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
作
品
は
か
な
り
随
筆
の
よ
う
な

書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
で
乱
歩
は
、
作
品
内
の
〈
乱
歩
〉
で
は
な

く
、
現
実
の
乱
歩
の
日
常
を
描
い
て
い
る
と
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
え
て
現
実
の
人
物
や
場
所
を
書
き
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
読
者
が
作
品
世
界
の
中
で
現
実
か
ら
虚
構
へ
ス
ム
ー
ズ
に
移
る
布
石
と
し
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
Ⅲ
章
で
地
名
と
共
に
述
べ
る
。

（
５
）
文
章

Ⅲ

三
つ
の
ト
リ
ッ
ク

「
目
羅
博
士
」
に
限
ら
ず
乱
歩
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
、
虚
構
の
世
界
に
入
り
込

ん
で
い
く
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
、
そ
の
感
覚

を
文
体
と
誰
が
語
り
手
で
あ
る
か
を
重
視
し
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
。

右
記
の
不
思
議
な
感
覚
に
つ
い
て
高
原
英
理
氏
は
、
乱
歩
の
独
特
な
〈
語
り
〉
に

そ
の
原
因
が
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。

…
乱
歩
は
違
う
。
た
と
え
形
式
的
に
は
三
人
称
の
場
合
で
も
、
ど
こ
ま
で
も

遠
近
法
の
不
明
確
な
全
容
の
見
わ
た
し
に
く
い
一
人
称
的
語
り
に
よ
っ
て
、

読
者
に
も
薄
暗
い
闇
の
中
を
歩
ま
せ
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。（
中

略
）こ

の
飽
く
ま
で
も
順
を
追
っ
た
野
暮
な
語
り
口
を
見
よ
。「
人
々
」
と
と
も

に
い
っ
た
ん
思
い
直
し
、
疑
い
、
敢
え
て
読
者
よ
り
も
愚
か
で
鈍
感
な
視
点

か
ら
語
っ
て
い
る
。（
中
略
）
少
し
ず
つ
世
界
の
意
味
を
す
り
替
え
て
ゆ
く
と

い
う
機
能
を
果
た
す
。
同
時
に
日
常
的
な
確
信
も
少
し
ず
つ
揺
る
が
さ
れ
て

ゆ
き
、
気
が
つ
く
と
読
者
は
何
一
つ
決
定
不
能
の
奇
妙
な
空
間
に
い

乱
歩
の
語
り
口
は
読
者
に
状
況
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
、
読
者
と
と
も

に
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
読
者
の
思
考
を
自
分
の
持
っ
て
い
き
た
い
方

向
に
少
し
ず
つ
す
り
替
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
目
羅
博
士
」
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う

に
こ
の
意
識
の
す
り
替
え
が
行
わ
れ
た
か
、
以
下
〈
文
体
〉、〈
入
れ
子
型
の
構
成
〉、

〈
推
理
小
説
の
固
定
観
念
〉
の
三
つ
に
分
解
し
て
考
察
す
る
。

ま
ず
〈
文
体
〉
に
つ
い
て
で
あ
る
。
乱
歩
作
品
の
中
に
は
か
な
り
普
段
の
口
語
に

近
い
表
現
が
度
々
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）
る
。

12― ―



こ
の
文
体
に
つ
い
て
宮
川
健
朗
氏
は
、
乱
歩
作
品
に
は
敬
体
の
談
話
体
、
敬
体
の

長
い
談
話
、
そ
し
て
敬
体
の
長
い
手
紙
を
引
用
し
た
作
品
「
語
り
手
の
存
在
を
強
調

し
た
独
特
の
作
品
が
あ
る
。（
中
略
）
新
た
に
少
年
も
の
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
乱
歩

は
、
少
年
読
者
を
強
く
意
識
し
、
読
者
を
尊
重
し
、
読
者
に
呼
び
か
け
る
意
識
の
強

い
敬
体
を
用
い

」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
ま
ず
、「
目
羅
博
士
」
を
文
の
形
態
で
区
分
す
る
と
、

①
〈
乱
歩
〉
の
随
筆
風
の
文
②
〈
乱
歩
〉
と
青
年
の
会
話
文
③
青
年
の
一
人
語
り
文

の
三
区
分
と
な
る
。
こ
れ
に
文
体
区
分
を
当
て
は
め
る
と
、
①
は
常
体
、
③
は
敬
体
、

そ
し
て
②
は
①
か
ら
③
へ
の
移
行
の
た
め
に
、
地
の
文
は
常
体
、
会
話
文
は
敬
体
の

混
合
文
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
②
の
文
章
で
あ
る
。
①
の
時
点
で
語
り
手
で
あ
っ
た
〈
乱

歩
〉
は
聞
き
手
に
回
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
③
の
文
章
に
移
行
す
る
と
乱
歩
の
発
話

が
一
切
な
く
な
り
、
い
つ
の
ま
に
か
〈
乱
歩
〉
は
物
語
中
か
ら
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し

て
、
語
り
手
と
し
て
の
役
割
を
完
全
に
青
年
に
移
行
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

そ
れ
と
同
時
に
空
席
と
な
っ
た
聞
き
手
の
役
割
が
、
読
者
に
移
行
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
作
品
中
の
以
下
の
部
分
に
注
目
し
て
考
察
し
た
い
。

…
催
眠
術
？
い
や
、
そ
れ
は
だ
め
で
す
。

…
そ
こ
で
何
を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
蝋
人
形
に
ね
、
ホ
ラ
、
さ
っ
き
お
話

し
し
た
等
身
大
の
蝋
人
形
で
す
よ
。

そ
し
て
、
次
に
、
僕
が
何
を
し
た
と
思
い
ま
す
。

ハ
ハ
ハ
ハ
、
人
殺
し
を
し
た
の
で
す
よ
。

（
７
）
た
。

こ
れ
は
③
の
文
章
で
、
一
方
的
に
話
し
て
い
た
青
年
が
急
に
聞
き
手
の
存
在
を
思

い
出
す
よ
う
に
話
し
か
け
て
く
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
聞
き
手
で
あ
っ
た

〈
乱
歩
〉
の
存
在
は
す
で
に
消
失
し
て
い
る
た
め
、
第
一
の
聞
き
手
と
な
っ
て
い
る

読
者
に
は
、
青
年
が
直
接
話
し
か
け
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
最
初
は
乱
歩
と
青
年
の
会
話
を
見
て
い
る
第
三
者
で
あ
っ
た

読
者
が
、
ⅰ
〈
乱
歩
〉
の
存
在
が
消
失
し
て
、
語
り
手
が
青
年
に
聞
き
手
が
読
者
に

移
行
さ
れ
る
こ
と
、
ⅱ
聞
き
手
が
読
者
に
移
行
し
た
後
に
、
物
語
中
の
人
物
が
聞
き

手
に
話
し
か
け
て
く
る
よ
う
な
発
言
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
気
づ
け
ば
青
年
と
二
人

で
話
し
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
青
年
と
近
く
で
話
し
て
い
る
感
覚
に
な
る
の
に
は
他
に
も
理
由
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
れ
は
青
年
が
投
げ
か
け
る
疑
問
が
、
彼
が
思
い
立
っ
て
し
た
質
問
で
は
な

く
、
聞
き
手
の
反
応
を
見
て
、
そ
の
顔
か
ら
思
考
を
読
み
と
っ
た
様
な
質
問
だ
か
ら

で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、供
当
た
り
前
の
質
問
僑
で
あ
り
、
青
年
の
話
を
聞
い
て
い
れ

ば
当
然
聞
き
た
く
な
る
こ
と
、
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
疑
問
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が

敢
え
て
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
青
年
に
は
聞
き
手
の
様
子
が
手
に
取
る
よ
う
に

分
か
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
が
高
原
氏
の
指
摘
し
て
い
た
「
飽
く
ま

で
も
順
を
追
っ
た
野
暮
な
語
り
口
」
で
あ
る
。
こ
の
た
め
読
者
は
、
語
り
手
は
自
分

の
思
考
に
合
わ
せ
て
語
っ
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実

際
は
読
者
の
思
考
に
合
わ
せ
て
語
っ
て
い
る
と
思
わ
せ
て
置
い
て
少
し
ず
つ
少
し
ず

つ
、
語
り
手
の
持
っ
て
い
き
た
い
方
に
思
考
を
ね
じ
曲
げ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
本
文
の
第
５
章
に
青
年
の
「
探
偵
小
説
家
の
あ
な
た
に
は
、
こ
こ
ま

で
い
え
ば
、
何
も
か
も
お
わ
か
り
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。」
と
い
う
セ
リ
フ

が
あ
る
が
、
一
読
者
で
あ
っ
た
私
に
は
結
末
の
何
一
つ
推
測
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
こ
ま
で
青
年
は
自
分
の
思
考
を
越
え
た
質
問
を
し
て
こ
な
か
っ
た
と
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い
う
前
提
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
何
一
つ
理
解
し
て
い
な
く
て
も
自
分
は
理
解
し
て

い
る
よ
う
に
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
矛
盾
が
読
者
を
何
一
つ
決
定
不
能
な
状
況

に
陥
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
、〈
文
体
〉
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
が

乱
歩
の
使
っ
た
一
つ
目
の
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

次
ぎ
に
〈
入
れ
子
型
の
構
成
〉
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
目

羅
博
士
」
は
文
体
に
よ
り
三
区
分
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
三
区
分
は
た
だ

並
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
概
ね
①
②
③
②
③
②
①
と
い
う
順
番
に
展
開
し
、
入
れ
子

型
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
敢
実
在
す
る
乱
歩
が
い
る
上
野
で
表
さ
れ

る
〈
現
実
〉
の
世
界
か
ら
、
柑
幻
想
的
な
不
忍
池
が
見
え
る
高
台
へ
、
そ
し
て
桓
実

在
し
な
い
青
年
や
目
羅
博
士
た
ち
だ
け
が
存
在
す
る
丸
の
内
の
〈
虚
構
〉
の
世
界
へ

の
舞
台
移
動
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
〈
虚
構
〉
の
世
界
は
、
青
年
の
セ
リ
フ
か
ら
関
東
大
震
災
前
の
丸
の
内
と
わ

か
る
。
し
か
し
、
丸
の
内
は
震
災
の
前
後
で
大
き
く
そ
の
様
相
を
変
え
た
場
所
で
あ

る
。
近
代
的
ビ
ル
建
築
に
よ
っ
て
震
災
の
罹
災
を
免
れ
た
丸
の
内
は
一
躍
脚
光
を
浴

び
、
震
災
後
日
本
の
経
済
の
中
心
地
は
日
本
橋
か
ら
丸
の
内
へ
移
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
丸
の
内
オ
フ
ィ
ス
街
の
規
模
だ
け
を
見
て
も
震
災
前
の
二
倍
ま
で
に
膨
ら
ん

で
い
る
。
作
品
が
書
か
れ
た
昭
和
六
年
に
は
震
災
前
の
丸
の
内
は
そ
う
遠
く
な
い
過

去
で
あ
る
。
し
か
し
、
急
成
長
を
遂
げ
た
都
市
の
過
去
の
姿
は
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
し

に
く
い
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
上
野
と
丸
の
内
を
比
較
す
る
と
、
当
時

博
覧
会
場
と
し
て
、
ま
た
東
北
と
東
京
を
つ
な
ぐ
交
通
拠
点
と
し
て
多
く
の
人
に
認

知
さ
れ
て
い
た
〈
現
実
〉
に
近
い
上
野
と
、
震
災
前
の
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
〈
虚
構
〉

の
丸
の
内
と
い
う
当
時
の
読
者
の
空
間
意
識
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
入
れ
子
型
の
構
成
は
空
間
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
を
も
利
用
し
て
作
ら
れ
て

い
る
。
乱
歩
が
作
品
を
書
い
て
い
る
時
分
か
ら
、
少
し
前
の
経
験
で
あ
る
供
東
京
市

内
を
ぶ
ら
つ
い
て
い
た
あ
る
日
僑
へ
と
移
り
、
青
年
が
丸
の
内
の
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
に

住
ん
で
い
た
大
地
震
以
前
ま
で
も
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
時
間
の
移
動
が
あ
る
。
人
間

の
記
憶
と
い
う
も
の
は
時
間
が
経
て
ば
立
つ
ほ
ど
曖
昧
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
時
間

が
過
去
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
語
ら
れ
る
話
の
真
実
性
は
曖
昧
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
作
品
の
中
は
一
度
丸
の
内
ま
で
時
間
が
移
動
し
て
か
ら
、
再
び
上
野
に

戻
り
、
ま
た
丸
の
内
に
移
る
と
い
う
よ
う
に
、
語
り
手
の
存
在
す
る
時
空
間
が
複
雑

に
作
ら
れ
て
い
る
。
今
、
一
体
い
つ
の
話
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
ど
こ
に
居
る

の
か
、
読
者
は
語
り
手
の
説
明
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り

「
飽
く
ま
で
も
順
を
追
っ
た
野
暮
な
語
り
口
」
に
よ
っ
て
、
読
者
は
安
心
し
て
語
り

手
に
そ
の
案
内
役
を
さ
せ
て
い
る
が
、
時
空
間
は
読
者
が
意
識
し
な
い
う
ち
に
大
き

な
幅
で
変
化
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
空
間
の
複
雑
な
移
動
が
読
者
の
虚
実

を
見
分
け
る
感
覚
を
麻
痺
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
ト
リ
ッ
ク
で

あ
る
。

最
後
に
〈
推
理
小
説
の
固
定
観
念
〉
を
考
察
す
る
。
推
理
小
説
を
読
む
と
き
、
読

み
手
は
い
ろ
い
ろ
な
固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
乱
歩
も
講
演
の
中
で
読
者
心

理
を
利
用
し
た
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

更
に
も
う
一
度
進
み
ま
し
て
分
か
り
に
く
い
の
は
、
探
偵
が
す
な
わ
ち
犯
人
で

あ
っ
た
と
い
う
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
実
に
ず
ば
ぬ
け
た
奇
抜

な
思
い
つ
き
で
あ
り
ま
す
。
一
生
懸
命
に
犯
人
を
捜
し
て
い
る
探
偵
そ
の
人
が

実
は
犯
人
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
非
常
に
意
外
な
感
じ
を
与
え
ま
し

て
、

「
目
羅
博
士
」
の
中
で
、〈
乱
歩
〉
は
青
年
の
語
り
か
ら
事
件
の
真
相
を
追
い
、
青

年
は
丸
の
内
の
事
件
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
。〈
乱
歩
〉
と
青
年
二
人
は
探
偵
役
で

あ
る
と
見
な
さ
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
私
達
は
い
つ
の
ま
に
か
探
偵
役
で
あ
る
〈
乱

（
８
）
…
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歩
〉
と
青
年
は
犯
人
で
は
な
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
、
青
年
は
追
っ
て

い
た
事
件
の
犯
人
を
享
楽
的
に
殺
害
す
る
殺
人
犯
で
あ
っ
た
。

先
に
作
品
を
書
い
た
頃
の
乱
歩
に
言
及
し
た
際
、
異
常
が
周
囲
に
あ
る
場
合
に
は
、

よ
り
正
常
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
と
述
べ
た
が
、
探
偵
役
に
つ
い
て
も
こ
の
考
え

方
を
採
用
で
き
る
。
読
者
は
犯
人
と
い
う
異
常
が
あ
る
か
ら
、
探
偵
は
正
常
で
あ
る

と
二
項
対
立
的
に
状
況
を
判
断
す
る
。
こ
の
た
め
、
青
年
を
追
う
乱
歩
は
正
常
で
あ

り
、
犯
人
を
追
う
青
年
も
正
常
で
あ
る
と
読
者
は
思
い
込
む
ん
で
し
ま
う
。
事
実
、

本
文
中
第
一
章
で
青
年
は
か
な
り
異
常
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
青
年
よ
り
更
に
、
し
か
も
あ
か
ら
さ
ま
に
怪
し
く
異
常
な
犯
人
の
存
在
が
、

青
年
の
異
常
さ
を
隠
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
読
者
は
青

年
を
〈
異
常
者
〉
か
ら
〈
正
常
者
〉
へ
と
転
属
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
最
終
的
に

は
読
者
の
予
想
を
裏
切
り
、〈
正
常
者
〉
で
あ
っ
た
青
年
は
犯
人
を
殺
害
し
た
殺
人
者

＝
〈
異
常
者
〉
へ
と
更
に
転
属
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
乱
歩
が
使
っ
た
三
つ
目
の
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
読
者
は
青
年
の
殺
人
の
告

白
を
よ
り
一
段
と
恐
ろ
し
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ

ま
と
め

「
目
羅
博
士
」
に
お
い
て
は
以
上
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
リ
ッ
ク
言
い
換
え

れ
ば
、
作
者
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
お
り
、
巧
み
に
読
者
を
そ
の
世
界
へ
と
誘
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
乱
歩
作
品
の
語
り
は
「
鏡
地
獄
」
や
「
押
し
絵
と
旅
す
る
男
」

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
狂
人
と
そ
の
解
説
者
で
あ
っ
た
り
、
見
届
け
人
で
あ
っ

た
り
す
る
。
乱
歩
の
小
説
の
語
り
手
は
特
異
な
人
物
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
の
一
般

的
な
人
物
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
だ
。
こ
の
傾
向
は
乱
歩
が
傾
倒
し
て
い
た
エ
ド

ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
か
ら
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
構
造
を

多
く
の
作
品
に
使
っ
た
理
由
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
作
者
の
分
身
で
あ
る
語
り

（
９
）
る
。

手
の
異
常
性
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
作
者
乱
歩
に
と
っ
て
の
語
り
手
で
は
な
く
、
敢
え
て
読
者
に
と
っ
て
の

語
り
手
と
は
何
か
再
考
し
て
み
た
。
石
原
千
秋
氏
に
よ
れ
ば
、

…
小
説
の
読
者
は
、「
始
め
」
を
読
ん
で
い
る
わ
ず
か
な
時
間
の
間
に
、
記
号
の

織
物
を
理
解
す
る
た
め
の
コ
ー
ド
、
モ
チ
ー
フ
、
テ
ー
マ
、
あ
る
い
は
、
登
場

人
物
の
名
前
や
自
分
が
最
も
感
情
移
入
し
易
い
／
感
情
移
入
す
べ
き
人
物
等
々
、

そ
の
小
説
を
読
む
の
に
必
要
な
全
て
の
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
読

者
は
小
説
の
「
始
め
」
に
お
い
て
、
現
実
か
ら
虚
構
世
界
へ
の
入
り
方
（
読
者

が
其
の
小
説
に
対
し
て
取
る
べ
き
態
度
）
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
テ
ク
ス
ト
は
、「
始
め
」
で
構
築
し
た
枠
組
み
の
記
憶
を
読
者
に
持
続
さ

せ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
ズ
ラ
す
た
め
に
（
脱
構
築
）、
そ
れ
を
何
度
か
テ
ク

ス
ト
内
で
変
奏
す
る
こ
と
が
多

と
い
う
よ
う
に
、
読
者
は
小
説
の
最
初
で
自
ら
の
作
品
内
で
の
位
置
を
決
定
し
、

作
品
内
で
再
提
起
さ
れ
る
位
置
決
定
情
報
を
与
え
ら
れ
る
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。
そ
の
位
置
決
定
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
は
、
読
者
の
分
身
と

し
て
作
品
内
の
事
象
を
経
験
す
る
語
り
手
で
あ
る
。

「
目
羅
博
士
」
は
こ
の
読
者
の
傾
向
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
初
は
乱
歩
が
読
者
の
代
行
者
で
あ
り
読
者
と
共
に
現
実
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
。

し
か
し
、
青
年
と
の
会
話
を
通
し
て
そ
の
枠
組
み
は
少
し
ず
つ
変
奏
さ
れ
、
読
者
は

無
意
識
に
自
分
の
代
行
者
を
青
年
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
更
に
、
青
年
が
急
に
聞
き

手
（
読
者
）
の
存
在
を
思
い
出
す
よ
う
な
セ
リ
フ
を
発
言
す
る
た
め
、
読
者
の
代
行

で
あ
っ
た
青
年
は
読
者
で
は
な
い
人
間
に
な
り
、
し
か
し
〈
乱
歩
〉
は
フ
ェ
ー
ド
ア

ウ
ト
し
て
い
る
の
で
、
読
者
は
〈
乱
歩
〉
に
も
戻
れ
な
い
。
そ
の
時
読
者
は
登
場
人

（

）
10い
。
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物
の
誰
で
も
な
い
自
分
自
身
と
し
て
、
虚
構
の
物
語
の
世
界
に
放
り
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、「
目
羅
博
士
」
に
お
け
る
意
識
の
す
り
替
え
で
あ
り
、
高
原
氏
の

い
う
「
何
一
つ
決
定
不
能
の
奇
妙
な
空
間
」
に
居
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

今
回
の
ト
リ
ッ
ク
の
多
く
は
他
の
作
品
に
も
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ

を
念
頭
に
お
い
て
乱
歩
作
品
を
再
読
す
る
こ
と
で
、
更
に
深
く
作
品
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

注（
１
）
松
山
巌
『
乱
歩
と
東
京

１
９
２
０

都
市
の
貌
』「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」
に
言
及
し
た

部
分
。

（
２
）
東
郷
克
美
・
吉
田
司
雄
編
『
近
代
小
説

都
市
を
読
む
』「
目
羅
博
士
」
の
解
説
で
吉
田

氏
が
言
及
し
て
い
る
。

（
３
）
高
原
英
理
「
語
り
の
事
故
現
場
」
で
乱
歩
の
他
の
作
品
で
あ
る
「
孤
島
の
鬼
」
で
語
り

手
が
自
己
の
異
常
性
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
部
分
。

（
４
）
『
江
戸
川
乱
歩
』
河
出
書
房
新
社

一
九
九
二
・
四
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
５
）
「
私
は
探
偵
小
説
の
筋
を
考
え
る
た
め
に
、
方
々
を
ぶ
ら
つ
く
こ
と
が
あ
る
が
（
中
略
）

今
も
そ
の
国
技
館
の
「
お
化
け
大
会
」
と
い
う
や
つ
を
見
て
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
。（
中

略
）と

こ
ろ
で
、
お
話
は
、
や
っ
ぱ
り
そ
の
、
原
稿
の
催
促
が
厳
し
く
て
家
に
い
た
た
ま
ら

ず
、
一
週
間
ば
か
り
東
京
市
内
を
ぶ
ら
つ
い
て
い
た
と
き
…
」
の
部
分
。

（
６
）
高
原
英
理
「
語
り
の
事
故
現
場
」
よ
り
抜
粋
。

（
７
）
宮
川
健
郎
「
敬
体
の
探
偵
た
ち
―
少
年
探
偵
団
の
戦
中
戦
後
」
よ
り
抜
粋
。

（
８
）
江
戸
川
乱
歩
「
講
演

探
偵
小
説
漫
談
」
よ
り
抜
粋
。

（
９
）
作
品
中
「
暗
い
木
の
下
道
を
歩
い
て
い
て
、
突
然
そ
う
言
わ
れ
た
と
き
に
、
私
は
又
し

て
も
ギ
ョ
ッ
と
し
た
。
相
手
が
え
た
い
の
し
れ
ぬ
、
恐
ろ
し
い
男
に
見
え
て
き
た
。」「
青

年
の
言
葉
は
、
と
も
す
れ
ば
急
激
な
飛
躍
を
し
た
。
ふ
と
、
こ
い
つ
気
ち
が
い
で
は
な
い

か
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。」
の
二
箇
所
。

（

）
石
原
千
秋
他
『
読
む
た
め
の
理
論
―
文
学
・
思
想
・
批
評
』
よ
り
抜
粋
。
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献

○
宮
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健
郎
「
敬
体
の
探
偵
た
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─
少
年
探
偵
団
の
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中
戦
後
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞

別

冊

江
戸
川
乱
歩
と
大
衆
の
二
十
世
紀
』
至
文
堂

平
成
十
六
・
八
・
十
五
）

○
前
田
一
男
「
公
教
育
に
潜
伏
す
る
少
年
探
偵
団
」（
右
に
同
じ
）

○
桜
井
哲
夫
「
戦
後
少
年
文
化
の
中
の
乱
歩
」（
右
に
同
じ
）

○
小
木
新
造
ほ
か
『
江
戸
東
京
学
事
典
』
三
省
堂

一
九
八
七
・
一
二
・
十

○
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戸
川
乱
歩
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
桃
源
社

昭
和
三
十
七
・
六
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三
十

○
桑
原
甲
子
雄
『
東
京
一
九
三
四
～
一
九
九
三
』
新
潮
社

一
九
九
五
・
九
・
二
十
五

○
植
田
敏
郎
・
原
卓
也
訳
『
怪
奇
小
説
傑
作
集
５
』
東
京
創
元
社

一
九
六
九
・
五
・
一
六

○
江
戸
川
乱
歩
『
ち
く
ま
日
本
文
学
全
集

江
戸
川
乱
歩
』
筑
摩
書
房

一
九
九
一
・
十
一
・

二
十

○
松
山
巌
『
乱
歩
と
東
京

１
９
２
０

都
市
の
貌
』
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｃ
Ｏ
出
版
局

一
九
八
四
・
一

二
・
十

○
佐
藤
亮
一
『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
四
十
一

江
戸
川
乱
歩
』
新
潮
社

一
九
九
三
・

十
・
十

○
中
島
河
太
郎
編
解
説
『
作
家
の
自
伝
九
十
江
戸
川
乱
歩
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
一
九
九
九
・

四
・
五

江
戸
川
乱
歩
「
わ
た
し
の
古
典
」
は
『
作
家
の
自
伝
九
十

江
戸
川
乱
歩
』
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

○
江
戸
川
乱
歩
「
探
偵
作
家
と
し
て
の
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
」（『
文
芸
読
本

ポ
ー
』
河
出
書
房

新
社

昭
和
五
十
三
年
四
月
二
十
六
日
）

○
日
本
大
辞
典
刊
行
会
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
四
版
』
小
学
館

昭
和
五
十
三
・
七
・
三
十

○
中
島
河
太
郎
編
『
江
戸
川
乱
歩
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
沖
積
舎

一
九
八
九
・
九
・
二
十
五

○
江
戸
川
乱
歩
『
江
戸
川
乱
歩
全
集

幻
影
城
（
正
・
続
）』
講
談
社

昭
和
四
十
五
・
六
・

15

十
○
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
『
ひ
と
は
都
市
に
な
に
を
見
た
か

博
覧
都
市

江
戸
東
京

開

帳
、
盛
り
場
、
そ
し
て
物
産
会
か
ら
博
覧
会
へ
』
一
九
九
三
・
十
一
・
五
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○
高
原
英
理
「
語
り
の
事
故
現
場
」（『
群
像

』
講
談
社

一
九
九
五
・
六
）

51

○

世
紀
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
『
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
・
上
野
と
ま
ち
づ
く
り
戦
略
―
上
野
学
の
提
唱

21―
』
ぎ
ょ
う
せ
い

○
初
田
亨
『
モ
ダ
ン
都
市
の
空
間
博
物
学
―
東
京
』
彰
国
社

一
九
九
五
・
十
一
・
十

○
海
野
弘
『
新
編
東
京
の
盛
り
場
』
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ

二
〇
〇
〇
・
十
二
・
二
十

○
石
原
千
秋
他
『
読
む
た
め
の
理
論
―
文
学
・
思
想
・
批
評
』
世
織
書
房

一
九
九
二
・
三
・

十
五

＊
以
下
の
講
演
・
論
文
等
は
『
江
戸
川
乱
歩
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。

○
江
戸
川
乱
歩
「
講
演

探
偵
小
説
漫
談
」
昭
和
十
二
・
五
・
十
六

於
名
古
屋
市
会
公
堂

○
島
田
壮
司
「
江
戸
人
乱
歩
の
解
読
」

○
江
戸
川
乱
歩
「
私
の
履
歴
書
」（「
日
本
経
済
新
聞
」
昭
和
三
十
一
・
五
・
三
よ
り
十
ま
で
の

間
に
六
回
連
載
）

＊
作
品
の
引
用
は
、

東
郷
克
美
・
吉
田
司
雄
編
『
近
代
小
説

都
市
を
読
む
』（
双
文
社
出
版
二
〇
〇
六
・
三
・
二

十
五
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。
な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
度
「
近

代
文
学
演
習
Ⅱ
」（
藤
木
直
実
先
生
）
の
年
度
末
レ
ポ
ー
ト
に
基
づ
い
て
い
る
。

今
回
の
個
人
レ
ポ
ー
ト
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
藤
木
先
生
に
は
多
く
の
ご
指
導
を
い
た
だ

い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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