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『
一
屋
気
楼
』
は
、
昭
和
二
年
二
月
四
日
に
脱
稿
さ
れ
、
婦
人
公
論

三
月
号
に
所
掲
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
記
さ
れ
た
二
月
四
日
頃
、
す

で
に
芥
川
の
中
で
死
は
充
分
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
だ
が
、

こ
の
わ
ず
か
原
稿
用
紙
十
二
枚
で
作
ら
れ
た
一
篇
の
小
説
は
不
思
議

な
、
そ
し
て
奇
妙
な
世
界
を
創
り
上
げ
た
作
品
で
あ
る
。
原
稿
用
紙

の
向
う
側
に
、
常
に
読
者
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
作
家
・
芥
川
が
、

脇

由
美
子

一
見
そ
の
存
在
を
全
く
無
視
し
切
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
風
貌

を
た
た
え
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
読
者
に
対
し
作

品
自
体
が
訴
え
か
け
る
力
が
極
端
に
弱
い
作
品
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
同
時
代
の
久
米
正
雄
氏
や
戦
後
の
三
島
由
紀
夫
の
評
（
桂
1

）

に
あ
る
よ
う
に
、
奇
妙
に
魅
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
詳
し

く
み
る
と
ず
れ
は
、
〈
僕
〉
の
言
葉
を
O
君
が
否
定
す
る
・
あ
る
い

は
そ
の
逆
の
形
に
よ
る
（
否
定
）
の
み
が
繰
り
返
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン

と
（
否
定
）
的
も
の
と
（
肯
定
）
的
も
の
が
共
存
す
る
と
い
っ
た
パ

タ
ー
ン
の
二
つ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
が
わ
か
る
。
し
た

が
っ
て
、
作
品
全
般
で
見
ら
れ
る
会
話
の
、
ず
れ
は
お
そ
ら
く
意
図
的

に
形
成
さ
れ
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
描
写
を
追
っ
て
み
る
と
、
〈
僕
〉
と
は
、
『
屡
気
楼
』

の
世
界
を
象
徴
す
る
人
物
つ
ま
り
異
常
と
正
常
・
否
定
と
肯
定
・
確

信
と
懐
疑
・
生
と
死
・
実
体
と
非
実
体
と
い
っ
た
相
反
す
る
こ
つ
の

世
界
の
間
で
常
に
揺
れ
て
い
る
境
界
者
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

境
界
者
で
あ
る
〈
僕
〉
は
日
の
光
が
あ
る
昼
の
世
界
で
は
、

O
君
の

存
在
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
視
覚
で
H

見
る
H

行
為
を
成
し
て
い
る
が
、

ず
れ
の
あ
る
会
話
に

O
君
と
の
感
覚
上
の
違
い
を
見
た
閣
の
夜
の
世
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界
で
は
、
そ
の
視
覚
を
拒
否
す
る
。
そ
し
て
〈
僕
〉
の
中
に
は
「
何

だ
か
意
識
の
掴
の
外
に
も
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し

て
」
と
い
う
の
が
あ
る
作
品
で
も
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
昭
和
二

年
二
月
当
時
の
芥
川
の
書
簡
を
見
る
と
『
墨
気
楼
』
を
「
自
信
作
」

と
し
て
い
る
姿
が
窺
え
る
。

死
を
意
識
し
た
芥
川
が
書
い
た
『
屋
気
楼
』
の
魅
力
が
何
で
あ
る

の
か
を
構
造
分
析
を
試
み
る
こ
と
で
解
く
こ
と
が
出
来
れ
ば
・

．． 

と
考
え
て
い
る
。

表
現
上
の
特
徴

｜
リ
フ
レ
イ
ン
を
中
心
に
｜

第
一
節
登
場
人
物
の
設
定

『
屡
気
楼
』
の
本
文
中
に
は
、
リ
フ
レ
イ
ン
グ
が
多
用
さ
れ
て
い

る
と
思
う
。
そ
こ
で
作
品
構
造
の
分
析
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
『
屋

気
楼
』
の
本
文
を
登
場
人
物
各
々
の
描
写
に
分
け
て
追
う
こ
と
を
試

み
た
。そ

こ
で
、
作
品
冒
頭
の
〈
僕
〉
と
O
君
の
会
話
に
ず
れ
が
見
ら
れ

る
こ
と
に
気
付
い
た
。
こ
れ
は
、
平
岡
敏
夫
氏
が
「
な
ん
で
も
な
い

日
常
表
現
の
よ
う
で
い
て
作
品
の
中
で
は
意
味
を
持
ち
始
め
る
」
と

指
摘
な
さ
っ
て
い
る
も
の
量
2

）
で
、
作
品
が
展
開
す
る
中
で
交
わ
さ

れ
る
ほ
ぼ
全
て
の
会
話
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
人
知
の
及
ば
ぬ
も
の

へ
の
不
安
だ
け
が
残
留
す
る
設
定
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

O
君
は
境
界
者
の
〈
僕
〉
と
「
生
活
の
場
」
に

お
い
て
同
界
者
で
あ
る
、
が
、
あ
き
ら
か
に
正
常
・
肯
定
・
確
信
・
生

．
実
体
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
に
働
く
ベ
ク
ト
ル
側
に
立
つ
人
物
と
し
て

第

章

描
出
さ
れ
る
。

O
君
は
、
死
は
死
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
、
マ
イ
ナ

ス
は
マ
イ
ナ
ス
と
す
る
こ
と
で
プ
ラ
ス
側
に
い
る
自
ら
の
位
置
を
確

立
し
、
そ
の
範
中
に
生
き
て
い
る
人
物
な
の
で
あ
る
。
し
た
、
か
つ
て
、

プ
ラ
ス
側
か
ら
の
視
覚
を
得
た
〈
僕
〉
と
無
意
識
的
に
交
接
す
る

（
こ
れ
は
、
〈
僕
〉
と
O
君
の
間
で
交
さ
れ
る
会
話
が
対
妻
・
対
K
君

よ
り
も
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
）
が
、
本
質
的
な
違
い

は
埋
め
よ
う
が
な
く
、
そ
れ
が
会
話
や
描
写
の
ず
れ
と
な
っ
て
描
出

し
、
「
生
活
の
場
」
の
同
界
者
で
あ
り
最
も
〈
僕
〉
に
近
い
位
置
を
得

な
が
ら
〈
僕
〉
を
救
済
す
る
存
在
と
は
な
ら
な
い
。

次
に
、

K
君
は
〈
僕
〉
と
は
全
く
異
な
る
次
元
に
住
む
者
、
つ
ま

り
他
界
者
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
〈
僕
〉
の
不
安
を
解
さ
な
い

だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
不
安
を
引
き
出
す
人
物
と
な

る
。
〈
僕
〉
に
「
『
何
だ
か
気
味
が
悪
か
っ
た
。
』
」
と
感
じ
さ
せ
る

〈
新
時
代
〉
事
件
の
提
示
者
で
も
あ
り
、

O
君
ほ
ど
は
〈
僕
〉
と
共

有
す
る
も
の
を
持
た
な
い
の
に
、
付
の
最
後
に
は
『
屡
気
楼
』
の
作

品
世
界
に
の
み
こ
ま
れ
た
か
の
よ
う
に
「
『
僕
は
ど
う
で
も
、

．． 

・
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
〈
僕
〉
の
不
安
を
さ
ら
に
深
め
て
し

ま
っ
て
い
る
。

最
後
に
妻
で
あ
る
が
、
彼
女
は
「
生
活
の
場
」
は
同
界
者
と
し
て
、

し
か
し
、
感
覚
上
は
付
の

K
君
に
対
す
る
程
〈
僕
〉
と
は
異
な
る
者

と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
H

笑
い
H

や
H

冗
談
u

が
示
す
よ
う
に
日

常
性
に
富
み
、
自
に
見
え
た
も
の
を
確
か
な
も
の
と
信
じ
る
こ
と
の

出
来
る
人
物
と
し
て
表
さ
れ
る
。
〈
顔
だ
け
は
っ
き
り
見
え
る
〉
事

件
の
と
こ
ろ
で
「
（
略
）
ま
だ
何
と
も
言
は
な
い
う
ち
に
、
僕
の
疑
問

に
返
事
を
し
た
。
／
『
砂
の
せ
ゐ
で
す
ね
。
さ
う
で
せ
う
？
』
」
と
あ

1
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る
よ
う
に
〈
僕
〉
が
不
安
に
な
る
こ
と
自
体
に
は
気
付
い
た
り
感
じ

た
り
す
る
け
れ
ど
も
、
彼
女
に
は
〈
僕
〉
の
不
安
だ
け
が
関
心
事
の

全
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
因
た
る
も
の
に
は
目
を
向
け
な
い
、
興
味

を
示
さ
な
い
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
一
節
自
然
描
写
に
つ
い
て

『
一
屋
気
楼
』
に
は
、
第
一
節
で
触
れ
た
会
話
と
同
様
に
自
然
描
写

も
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
は
、
〈
僕
〉
に
何
か
を
感
じ
さ
せ

る
力
を
持
っ
た
〈
人
士
〉
を
も
つ
も
の
や
写
実
的
措
写
に
よ
る
自
然

か
ら
何
ら
か
の
表
情
を
も
っ
〈
人
工
〉
の
自
然
へ
と
変
わ
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
塵
気
楼
』
に
は
、
〈
僕
〉
を
圧
迫
し
な
が

ら
も
〈
救
済
〉
も
〈
敵
対
〉
も
し
な
い
、
た
だ
〈
僕
〉
の
心
情
を
反

映
す
る
鏡
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
〈
自
然
〉
が
描
き
出
さ
れ
繰
り
返

さ
れ
る
。
こ
の
〈
人
工
〉
化
さ
れ
た
〈
自
然
〉
の
繰
り
返
し
は
、
暗

喰
の
よ
う
に
〈
僕
〉
の
不
安
を
読
者
へ
訴
え
る
効
果
を
担
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。第

一
二
節
『
屡
気
楼
』
の
用
語
に
つ
い
て

『
屡
気
楼
』
本
文
を
読
み
進
め
て
い
く
と
同
じ
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
語
が
何
度
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
用
語
が

ど
の
よ
う
な
目
的
で
使
わ
れ
、
作
品
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら

し
て
い
る
の
か
探
っ
て
み
た
い
。

そ
こ
で
『
屋
気
楼
』
と
そ
の
成
立
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

作
品
で
、
文
末
と
多
用
さ
れ
て
い
る
唆
昧
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
語
に
つ

い
て
調
べ
て
み
た
。

数

ワ の 違 ら 来 ゐ r丁- 用語
カミ Tこ み ひ な あ な し fこ し だ Tこ ザコ

り な な し、 ろ 台、 台、 ？こ つ fこ
ら '/J> う マコ マコ fこ
ず イコ た ？こ

Tこ
た 作品

10 6 3 2 2 3 14 8 2 30 24 23 12 屋気楼

5 19 2 13 3 2 8 46 29 海のほとり

3 14 6 7 1 3 33 22 死 後

6 2 4 16 3 2 8 30 21 10 年末の一日

3 8 2 3 3 5 4 12 10 悠々 荘

16 14 8 6 1 37 4 37 49 34 6 夢

η
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回用使詰
問用こ

の
結
果
、
『
屡
気
楼
』
に
は
、
平
岡
敏
夫
氏
が
「
『
屡
気
楼
』
の

〈
屋
気
楼
〉
は
、
措
定
さ
れ
た
「
深
い
轍
」
「
蓮
し
い
天
才
の
仕
事
の



痕
」
を
対
象
化
す
る
方
法
」
在
主
と
し
て
い
る
自
然
現
象
で
な
い

H

屋
気
楼
H

が
点
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
方
法
を
支
え

て
い
る
の
が
用
語
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
も
う
一
つ
の

H

辰囲気

楼
H

を
描
き
出
す
た
め
に
暖
昧
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
醸
し
出
す
語
や
文

末
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
暖
昧
な
語
の
多
用
は
芥
川
の
こ
と
ば
に

対
す
る
懐
疑
を
お
も
わ
せ
る
。
少
な
く
と
も
『
屡
気
楼
』
が
書
か
れ

る
以
前
に
芥
川
は
こ
と
ば
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
作
家
の
意
図
す
る
も
の

を
読
者
に
伝
え
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

う
し
て
、
こ
の
こ
と
ば
の
機
能
的
欠
落
を
何
と
か
超
え
て
、
さ
ら
に

外
に
向
う
力
を
内
包
す
る
作
品
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
軌
跡
が
、
『
海
の
ほ
と
り
』
か
ら
始
ま
る
一
連
の
作

品
で
窺
え
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
こ
と
ば
自
体
が
ま
だ

そ
れ
ほ
ど
欠
落
の
呈
を
な
さ
な
か
っ
た
為
に
、
そ
の
効
果
は
断
片
的

に
窺
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
形
を
成
す
の
は
「
或
は
『
続
海
の

ほ
と
り
』
」
と
さ
れ
る
『
屋
気
楼
』
で
あ
っ
て
欠
落
合
」
認
識
し
充
分
ふ

ま
え
て
使
う
こ
と
で
、
作
品
に
内
向
性
を
持
た
せ
つ
つ
、
さ
ら
に
そ

こ
か
ら
読
者
に
迫
る
効
果
を
構
築
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
っ
て

よ
い
と
思
わ
れ
る
。

第
四
節
展
開
に
つ
い
て

表
現
上
の
特
徴
と
し
て
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、

展
開
に
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。

『
屡
気
楼
』
は
、
ハ
門
の
昼
の
世
界
と
同
の
夜
の
世
界
の
一
一
部
に
分

か
れ
て
お
り
、
各
々
の
設
定
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
に
類
似
し
た
事
柄
・

場
の
変
化
を
繰
り
返
す
と
い
う
構
造
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
ハ
門
と
帥
を
比
べ
て
み
る
と
付
で
起
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
も

の
が

ωに
あ
り
、
時
間
推
移
上
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
対
比
す
る
も

の
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
時

間
的
に
全
く
対
等
の
位
置
に
配
置
し
て
い
な
い
こ
と
が
『
屋
気
楼
』

の
も
つ
閉
鎖
性
や
漂
流
感
と
い
っ
た
独
自
の
雰
囲
気
を
表
現
す
る
効

果
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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『
屡
気
楼
』
の
構
造

『
屡
気
楼
』
で
は
表
題
で
も
あ
る
H

麗
気
楼
H

と
い
う
こ
と
ぼ
が
、

最
も
象
徴
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
H

屡
気
楼
H

は
、
作
品

中
十
一
回
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ハ
円
の
昼
の
世
界
か
ら
件
の
夜
の
世

界
へ
と
展
開
す
る
中
で
こ
と
ば
に
託
さ
れ
た
意
味
が
微
妙
に
変
化
し

て
い
く
。
ま
ず
、
こ
の
変
化
を
追
っ
て
み
る
。
「
『
屡
気
楼
か
？

i
』
O
君
は
急
に
笑
ひ
出
し
た
。
／
『
贋
気
楼
か
。
』

O
君
は
ま
っ
直

に
前
を
見
た
ま
L
、
急
に
か
う
濁
り
語
を
言
っ
た
。
」
こ
の
二
箇
所

の
引
用
部
分
は
、
ど
ち
ら
も
付
の
昼
の
部
に
お
い
て
O
君
の
一
言
葉
と

し
て
摘
出
さ
れ
る
。
「
屡
気
楼
か
」
と
全
く
同
じ
語
か
ら
出
来
て
い

な
が
ら
、
こ
の
こ
つ
に
は
明
ら
か
に
違
い
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
違

い
が
何
で
あ
る
か
を
採
っ
て
み
る
。

ま
ず
、
二
つ
の
聞
に
は
、

K
君
の
「
『
あ
れ
を
屡
気
楼
と
云
ふ
ん
で

す
か
ね
？
』
」
と
い
う
失
望
し
た
よ
う
な
言
葉
と
O
君
の
「
新
時
代
」

と
称
さ
れ
た
二
組
の
カ
ッ
プ
ル
を
指
し
「
『
こ
の
方
が
反
っ
て
属
気

楼
、
ち
ゃ
な
い
か
？
』
」
と
し
た
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
。
違
い
は
、
こ

。δ
vhυ 



の
K
君
と
O
君
の
言
葉
の
間
で
起
こ
る
。
前
者
の
「
『
属
気
楼
か
？

｜
｜
。
』
」
は
、
鵠
沼
の
海
岸
に
見
ら
れ
た
と
す
る

H

屡
気
楼
H

を
話

題
と
し
て
い
る
場
面
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

K
君
の
言

葉
ま
で
は
H

屡
気
楼
u

は
自
然
現
象
と
し
て
の
も
の
一
義
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の

O
君
の
「
『
こ
の
方
が
か
え
っ
て

（
略
）
』
」
か
ら

H

屡
気
楼
μ

は
二
義
を
有
す
る
語
へ
と
変
化
す
る
。

二
義
と
は
、
一
つ
は
先
述
し
た
自
然
現
象
と
し
て
の

H

屡
気
楼
μ

で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
作
品
中
繰
り
返
さ
れ
る
事
象
を
対
象
化
し
て

H

屡
気
楼
μ

と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
の

「
『
屡
気
楼
か
。
』
」
は
、
〈
木
札
〉
事
件
の
後
で
直
接
に
相
当
す
る
も

の
は
な
い
が
、
ニ
義
化
し
た
H

一
屡
気
楼
H

と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
直
接
に
相
当
す
る
事
実
つ
ま
り
自
然
現
象
の

み
を
意
味
し
実
体
的
で
あ
っ
た
H

属
気
楼
H

が
、
そ
の
相
当
す
る
自

然
現
象
を
も
た
な
い
対
象
化
と
し
て
の

H

屋
気
楼
H

つ
ま
り
非
実
体

的
も
の
を
合
わ
せ
も
つ
こ
と
が
前
述
の
違
い
を
生
み
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
H

屡
気
楼
μ

の
一
昔
話
か
ら
二
義
へ
の
変
化
が
、
付
の
夜
の
部

に
お
い
て
「
『
砂
と
云
ふ
や
つ
は
悪
戯
も
の
だ
な
。
属
気
楼
も
こ
い

つ
が
捺
へ
る
ん
だ
か
ら
・
・
・
・
（
略
）
。
』
」
と
い
う
O
君
の
言
葉

に
よ
っ
て
も
う
一
度
一
義
へ
と
一
良
一
る
ま
で
は
、

H

一
屡
気
楼
μ

に
お
け

る
実
体
・
非
実
体
は
混
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た

H

層
気
楼
μ

の
二
義
化
に
よ
っ
て
、
作
品
中
の
〈
新
時
代
〉
を
始
め
に
〈
滋
泳

靴
〉
〈
顔
だ
け
は
っ
き
り
見
え
る
〉
と
い
っ
た
事
象
は
、
事
象
で
あ
り

な
が
ら
単
な
る
事
象
と
わ
り
き
れ
な
い
象
徴
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る

訳
で
、
こ
れ
ら
は
実
体
・
非
実
体
の
混
在
の
具
体
例
と
な
る
と
思
わ

れ
る
。

次
に
作
中
人
物
に
つ
い
て
も
〈
僕
〉
と
介
し
て
実
体
・
非
実
体
の

混
在
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
作
中
人
物
は
二

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
、
が
、

O
君
・
妻
－

K
君

で
あ
る
。
こ
の
三
人
と
〈
僕
〉
の
設
定
は
第
一
章
一
節
で
述
べ
た
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
実
体
性
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。
「
『
屋
気
楼
か
？
｜

｜』

O
君
は
急
に
笑
ひ
出
し
た
。
」
あ
る
い
は
、
「
僕
等
は
｜
｜
殊
に

O
君
は
拍
子
抜
け
の
し
た
や
う
に
笑
ひ
出
し
た
。
『
こ
の
方
が
反
っ

て
屋
気
楼
、
ち
ゃ
な
い
か
？
』
／
『
（
略
）
鈴
の
つ
い
た
セ
ル
ロ
イ
ド
の

お
も
ち
ゃ
だ
よ
。
』

O
君
も
か
う
言
っ
て
笑
ひ
出
し
た
。
」
と
一
一
一
箇
所

並
べ
て
引
用
し
た
の
は
、
境
界
者
の
〈
僕
〉
に
感
覚
的
に
最
も
近
し

い
と
思
わ
れ
る
O
君
の
H

笑
い
u

に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
も
う

一
人
「
生
活
の
場
」
に
お
い
て
〈
僕
〉
に
一
番
近
い
妻
に
つ
い
て
も

「
す
る
と
二
三
歩
遅
れ
て
い
た
妻
は
笑
ひ
撃
に
僕
等
へ
話
し
か
け
た
。

／
（
中
略
）
僕
等
は
妻
の
常
談
を
機
舎
に
前
よ
り
も
元
気
に
話
し
出

し
た
。
／
す
る
と
妻
は
挟
を
脚
へ
、
誰
よ
り
も
忍
び
笑
ひ
を
し
だ
し

た
。
」
と

H

笑
い
μ

が
描
か
れ
る
。
こ
の
描
出
さ
れ
た

H

笑
い
μ

こ
そ

が
〈
僕
〉
が
こ
の
三
人
と
共
有
出
来
な
い
日
常
性
で
あ
り
、
感
覚
上

の
相
違
部
分
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

H

笑
い
μ

や
H

常
談
M

に
よ
っ
て
彼
ら
は
「
生
活
の
場
」
が
同
じ
同
界
者
で
あ
ろ
う
と
共
通

の
視
界
を
得
ょ
う
と
も
最
終
的
に
は
〈
僕
〉
と
は
全
く
別
個
の
感
性

の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
、
そ
れ
故
に
〈
僕
〉
と
同
調

す
る
こ
と
な
く
実
体
的
存
在
と
し
て
作
品
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
人
に
比
す
れ
ば
明
ら
か
に
非
実
体
的
な
人
物

が
『
麗
気
楼
』
の
中
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
〈
木
札
〉
事

件
の
混
血
児
の
青
年
で
あ
り
、
〈
上
線
の
思
い
出
〉
の
十
年
前
の
或
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友
人
で
あ
り
、
〈
滋
泳
靴
〉
事
件
の
土
左
衛
門
で
あ
り
、
〈
夢
の
話
〉

の
婦
人
記
者
の
顔
を
し
た
運
転
手
で
あ
る
。
こ
の
非
実
体
的
人
物
に

は
二
パ
タ
ー
ン
あ
る
。

ま
ず
、
土
左
衛
門
と
混
血
児
の
青
年
で
あ
る
。
彼
ら
は
死
を
連
想

さ
せ
る
事
件
〈
木
札
〉
〈
滋
泳
靴
〉
に
関
し
て
想
起
さ
れ
る
の
だ
が
、

そ
の
事
件
の
発
端
者
に

O
君
が
い
る
。

O
君
が
砂
の
上
に
何
か
を
拾

い
上
げ
る
、
あ
る
い
は
波
打
ち
際
で
マ
ッ
チ
を
灯
す
と
い
う
行
為
が

引
き
金
と
な
っ
て
事
件
が
起
り
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
混
血
児
の
青

年
・
土
左
衛
門
が
想
起
さ
れ
る
。
つ
ま
り
想
起
の
主
体
者
は
〈
僕
〉

で
あ
る
が
発
端
は
〈
僕
〉
一
人
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

最
初
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
十
年
前
の
或
友
人
と
婦

人
記
者
の
顔
の
運
転
手
は
、
想
起
さ
れ
た
形
態
が
「
思
い
出
」
と

「
夢
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
〈
僕
〉

一
人
が
想
起
の
主
体
者
で
あ
り
発
端
で
あ
る
。
こ
れ
が
二
つ
め
の
パ

タ
ー
ン
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
一
一
つ
の
非
実
体
的
人
物
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
の
が

〈
僕
〉
の
存
在
で
あ
る
。
「
想
像
」
「
思
い
出
」
「
夢
」
と
想
起
の
形
態

は
様
々
で
あ
る
が
、
全
て
〈
僕
〉
と
い
う
境
界
者
が
共
通
の
媒
体
と

な
っ
て
作
品
世
界
に
こ
の
非
実
体
的
存
在
で
あ
る
人
物
を
像
と
し
て

登
場
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
僕
〉
が
い
な
け
れ
ば
、
こ

の
非
実
体
的
人
物
は
想
起
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
中
人
物
は
、
〈
僕
〉
と
い
う
境
界
者
を
介
し
て
二

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
実
体
的
存
在
の
人
物
と
非

実
体
的
存
在
の
人
物
の
混
在
が
け
の
〈
木
札
〉
事
件
の
会
話
の
後
半

部
分
と
同
の
〈
夢
の
話
〉
の
部
分
に
見
ら
れ
る
。
〈
木
札
〉
の
方
で

は、

O
君
－

K
君
の
言
葉
が
年
令
・
性
別
を
持
ち
出
し
、
実
体
者
の

二
人
と
最
後
に
〈
僕
〉
に
よ
っ
て
非
実
体
的
存
在
の
混
血
児
の
青
年

が
生
ま
れ
る
。
「
僕
の
想
像
に
よ
れ
ば
」
に
よ
っ
て
混
血
児
の
青
年

の
属
性
が
〈
僕
〉
に
あ
る
こ
と
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
〈
夢
の

話
〉
で
は
、
〈
僕
〉
の
夢
に
現
わ
れ
た
女
性
記
者
の
顔
を
し
た
運
転
手

が
登
場
す
る
。
こ
の
運
転
手
は
当
然
、
そ
の
属
性
は
〈
僕
〉
に
あ
る

の
だ
が
、
そ
れ
が
実
体
者
で
あ
る
O
君
と
の
会
話
の
話
題
と
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
で
失
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
〈
木
札
〉
で
は
非
実
体
的
存
在

の
属
性
が
実
体
者
と
〈
僕
〉
の
間
で
形
成
さ
れ
る
過
程
に
、
そ
し
て

〈
夢
の
話
〉
で
は
属
性
が
実
体
者
と
〈
僕
〉
の
聞
で
喪
失
さ
れ
る
過

程
に
、
実
体
・
非
実
体
の
混
在
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『
属
気
楼
』
の
中
に
は
、
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
存
在
が
あ
る
。
そ
れ
が
〈
新
時
代
〉
事
件
の
二
組
目
の
カ
ッ
プ

ル
・
真
白
い
犬
、
そ
し
て
〈
ネ
ク
タ
イ
ピ
ン
・
煙
草
の
火
錯
覚
〉
事

件
の
背
の
低
い
男
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
全
て
〈
僕
〉
の
方
へ
と

や
っ
て
来
る
者
で
あ
る
。
こ
の
〈
僕
〉
へ
と
向
う
も
の
は
、
こ
れ
ま

で
述
べ
て
き
た

H

屡
気
楼
H

の
変
化
と
〈
僕
〉
の
変
化
の
節
目
を
象

徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
見
る
と
、
ま
ず
〈
新
時
代
〉
事

件
二
組
目
の
カ
ッ
プ
ル
の
登
場
に
よ
っ
て

H

屡
気
楼
μ

は
一
義
か
ら

二
義
へ
変
わ
り
、
次
に
真
白
い
犬
は
〈
僕
〉
が
H

屋
気
楼
H

の
二
義

化
に
よ
り
知
覚
手
段
と
し
て
の
O
君
の
視
覚
を
失
っ
た
時
に
現
れ
、

背
の
低
い
男
は
、

O
君
が
再
び
H

屡
気
楼
H

を
一
義
へ
と
戻
し
た
の

に
〈
僕
〉
に
と
っ
て
の
実
体
・
非
実
体
の
混
在
は
解
か
れ
ず
、
錯
覚

の
対
象
と
し
て
現
れ
す
れ
違
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
分
析
し
て
み
る
と
『
麗
気
楼
』
は
二
つ
の
観
点
に

に
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よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
実
体
的
存
在
と
非
実
体
的
存
在
の
混
在
が
、
観

点
の
変
化
に
伴
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
ニ
つ
の
観
点
の
う
ち
、
一
つ
は
M

屋
気
楼
u

と
い
う
こ
と
ぼ

で
あ
る
。
自
然
現
象
の
み
の
一
義
性
か
ら
、
自
然
現
象
プ
ラ
ス
事
件

現
象
の
対
象
化
と
い
う
二
義
性
へ
（
こ
こ
に
お
い
て
実
体
・
非
実
体

の
混
在
が
お
こ
る
て
さ
ら
に
自
然
現
象
の
原
因
の
明
確
化
で
再
度

一
義
性
へ
と
戻
る
。
但
し
、
こ
の
再
度
一
義
へ
変
わ
る
こ
と
で
自
然

現
象
は
そ
の
原
因
た
る
砂
と
い
う
実
体
的
存
在
を
得
た
が
、
事
件
現

象
の
対
象
化
で
は
そ
の
根
源
・
原
因
た
る
存
在
は
明
ら
か
に
さ
れ
な

い
ま
ま
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
観
点
は
、
〈
僕
〉
と
い
う
境
界
者
で
視
覚
獲
得
か
ら

喪
失
へ
と
変
化
す
る
。
ま
た
〈
僕
〉
の
存
在
を
介
し
て
作
中
人
物
が
、

実
体
・
非
実
体
的
存
在
へ
分
け
ら
れ
そ
の
混
在
も
見
ら
れ
る
。

作
品
は
、
こ
の
二
つ
の
観
点
に
よ
る
流
れ
が
交
錯
し
て
合
う
部
分

と
合
わ
な
い
部
分
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
作
ら
れ
る
。
そ
れ
が
ハ
門

と
同
と
に
同
様
の
印
象
を
与
え
る
事
件
群
を
点
在
さ
せ
、
そ
れ
に
関

す
る
会
話
も
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
と
る
。
さ
ら
に
、
第
一

章
四
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
付
と
同
は
各
々
の
中
で
繰
り
返
す
も
の

が
、
ハ
門
と

ωの
対
応
関
係
を
時
間
的
に
差
異
が
あ
る
状
態
に
成
す
の

で
作
品
全
体
に
も
繰
り
返
し
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
形
成

さ
れ
た
二
重
螺
線
の
よ
う
な
構
成
が
『
屋
気
楼
』
の
も
つ
独
特
の
雰

囲
気
を
作
り
出
し
、
〈
僕
〉
の
、
そ
し
て
芥
川
の
不
安
を
客
観
的
に
表

現
し
う
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

結

『
屡
気
楼
』
を
通
し
て
見
え
た
の
は
芥
川
龍
之
介
の
戦
い
の
姿
で

あ
っ
た
。
彼
の
中
で
充
分
に
意
識
さ
れ
た
死
か
ら
発
し
て
存
在
の
全

て
に
凝
視
し
続
け
た
芥
川
流
の
戦
い
の
姿
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
同
時
に
お
そ
ら
く
最
期
ま
で
作
家
で
あ
ろ
う
と
す
る
芥
川
も

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
崩
壊
す
る
か
も
し
れ
ぬ
己
の
精
神
的
危
機
す

ら
も
小
説
の
題
材
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
芥
川
ら
し
く
思
わ

れ
、
ま
た
そ
の
作
家
意
識
に
凄
絶
さ
も
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
凄
絶
な
作
家
意
識
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
『
属
気
楼
』
か
ら

は
窺
い
知
れ
な
か
っ
た
が
、
或
い
は
芥
川
の
H

母
u

の
欠
落
が
関
係

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
『
屡
気
楼
』
か
ら
見
ら
れ
る

芥
川
を
も
と
に
し
て
の
推
測
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今

後
も
っ
と
多
く
の
芥
川
の
作
品
を
通
し
て
研
究
す
べ
き
課
題
で
あ
る

と
思
う
。

い
づ
れ
に
し
て
も
『
贋
気
楼
』
の
中
で
提
示
さ
れ
た
存
在
へ
の
懐

疑
・
不
安
・
既
成
価
値
の
崩
壊
は
、
芥
川
よ
り
も
後
代
の
読
者
で
あ

る
私
に
も
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
の
よ
う
な
形

で
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
『
屡
気
楼
』
の
魅
力
で
あ
り
、
そ
の
創
造

者
で
あ
る
芥
川
の
魅
力
で
あ
る
と
考
え
る
。

-56-



注

『
屋
気
楼
』
に
対
し
て
久
米
氏
は
「
『
海
の
ほ
と
り
』
よ
り
も
、

も
っ
と
小
説
的
な
筋
は
少
い
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
変
な
実
感
に

富
ん
だ
｜
鬼
気
に
も
富
ん
で
い
る
し
、
深
い
暗
示
を
含
ん
だ
作

品
だ
」
と
い
う
評
を
、
戦
後
、
二
一
島
由
紀
夫
氏
は
「
芥
川
の
全
作

品
に
欠
乏
し
て
い
る
も
の
は
詩
で
あ
る
が
、
こ
の
小
品
だ
け
は

そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
評
を
与
え
て
い
る
。

平
岡
敏
夫
『
屡
気
楼
』
ー
そ
の
方
法
｜

平
岡
敏
夫
『
屡
気
楼
』
ー
そ
の
方
法
｜

住注
3 2 

57-




