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「
美
男
子
と
煙
草
」
論

太
宰
治
と
生
き
残
り
の
罪
障
感

野

中

潤

一
、
罪
障
感
と
う
し
ろ
め
た
さ

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
起
き
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
・
０
の
巨
大
地
震

は
、
誰
も
が
想
定
し
得
な
か
っ
た
規
模
の
大
津
波
を
発
生
さ
せ
て
、
東
日
本

の
太
平
洋
沿
岸
、
と
り
わ
け
三
陸
沿
岸
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
。
さ
ら

に
首
都
圏
の
電
力
需
要
を
支
え
る
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
深
刻
な
ダ

メ
ー
ジ
を
与
え
て
放
射
性
物
質
の
放
出
を
招
き
、
多
く
の
避
難
民
を
生
み

出
す
な
ど
、
広
範
囲
に
数
え
切
れ
な
い
悲
劇
を
巻
き
起
こ
し
続
け
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
悲
劇
と
は
、
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
り
行
方
不
明
に
な

っ
た
り
す
る
と
い
う
事
態
だ
け
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
家
族
や
故
郷
を
喪

失
し
た
悲
哀
を
抱
え
た
ま
ま
不
自
由
な
避
難
所
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る

人
び
と
や
、
絶
望
的
な
惨
状
の
中
に
あ
っ
て
復
興
の
た
め
の
作
業
に
力
を
ふ

り
し
ぼ
る
人
び
と
、
被
災
地
を
脱
出
し
て
新
天
地
で
の
生
活
を
模
索
す
る
人

び
と
な
ど
、
生
き
残
っ
た
人
び
と
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
辛
苦
を
も
た
ら
し
続
け

て
い
る
。
地
震
の
激
し
い
揺
れ
や
津
波
に
襲
わ
れ
た
体
験
に
よ
る
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
に

苦
し
む
人
び
と
も
い
れ
ば
、
家
族
を
亡
く
し
て
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
生
き
残
り
の
罪
障
感
（
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
）
に
苦
し

む
人
び
と
も
い
る
。
こ
の
先
、
数
ヵ
月
単
位
ど
こ
ろ
か
、
お
そ
ら
く
数
年
単
位

の
時
間
が
経
過
し
て
も
平
時
に
復
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
た
と
え
数
十

年
単
位
の
時
間
が
経
過
し
た
と
し
て
も
、
生
き
て
い
る
限
り
は
人
び
と
の
心

が
完
全
に
癒
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
東
日
本
大
震
災
」
な
ど
と
い

う
単
一
の
名
称
で
呼
ぶ
に
は
、
「
被
災
者
」
一
人
ひ
と
り
の
経
験
の
質
や
深

度
が
あ
ま
り
に
も
多
様
で
、
共
感
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
さ
え
困
難

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
極
め
て
巨
大
な
出
来
事
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
ひ
と
く
ち
に
「
生
き
残
り
の
罪
障
感
」
と
言
っ
て
も
、
肉
親
の

住
む
街
が
津
波
に
呑
ま
れ
て
い
く
の
を
高
台
か
ら
呆
然
と
見
つ
め
る
ほ
か
な

か
っ
た
と
か
、
濁
流
の
中
で
子
ど
も
の
手
を
離
し
て
し
ま
っ
た
と
か
、
漁
船
で

沖
合
に
出
て
い
て
何
と
か
助
か
っ
た
と
か
、
向
こ
う
三
軒
両
隣
の
中
で
自
分

た
ち
だ
け
が
助
か
っ
た
と
か
、
「
生
き
残
り
」
の
態
様
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
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ま
た
、
大
津
波
の
難
を
逃
れ
て
生
き
延
び
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
避
難
所
で

の
生
活
に
よ
る
「
震
災
関
連
死
」
で
亡
く
な
る
人
も
大
勢
い
て
、
そ
う
い
う
死

に
対
し
て
な
す
す
べ
が
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
さ
ら
に
罪
障
感
を
覚
え
て

苦
し
む
人
び
と
も
い
る
に
違
い
な
い
。
あ
ま
り
の
衝
撃
に
感
情
を
鈍
磨
さ
せ

た
り
、
無
力
感
に
む
し
ば
ま
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
い
る
人
び
と
も
い
る
は
ず

だ
。
同
一
県
内
に
あ
っ
て
も
、
日
常
が
大
き
く
損
な
わ
れ
ず
、
こ
う
し
た
悲

劇
的
な
死
に
遭
遇
す
る
こ
と
な
く
無
事
だ
っ
た
地
域
も
あ
る
。
そ
う
い
う
地

域
の
人
び
と
が
、
東
北
以
外
の
地
域
か
ら
は
「
被
災
地
」
の
人
間
と
し
て
遇
さ

れ
な
が
ら
、
深
刻
な
被
害
を
受
け
た
地
域
の
「
被
災
者
」
と
は
異
な
る
状
況

に
あ
る
自
分
を
見
出
し
、
相
対
的
に
恵
ま
れ
た
立
場
に
あ
る
こ
と
に
対
す
る

う
し
ろ
め
た
さ
の
よ
う
な
も
の
を
覚
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。さ

ら
に
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
被
災
者
た
ち
の
中
に
も
、
共
感
し

た
り
理
解
し
た
り
す
る
た
め
の
共
同
性
を
構
成
す
る
こ
と
さ
え
困
難
な
の
で

は
な
い
か
と
思
え
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
の
偏
差
が
あ
る
こ
と
は
疑
い

よ
う
が
な
い
。
た
と
え
ば
二
〇
キ
ロ
圏
内
と
か
三
〇
キ
ロ
圏
内
と
か
と
い
う
線

引
き
や
、
避
難
区
域
、
計
画
的
避
難
区
域
、
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
な
ど

の
指
定
に
よ
っ
て
も
、
被
災
地
の
人
び
と
の
経
験
の
質
や
深
度
に
多
様
な
偏

差
が
生
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。
原
発
誘
致
に
賛
成
し
た
か
反
対
し
た
か
と
い
う

よ
う
な
有
権
者
と
し
て
の
選
択
や
、
原
発
関
連
予
算
に
よ
る
事
業
や
東
京

電
力
へ
の
関
与
の
度
合
い
に
よ
っ
て
も
、
複
雑
な
加
害
者
意
識
と
被
害
者
意

識
が
生
じ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
原
子
力
発
電
所
の
存
在
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
と
わ
か
っ

て
い
な
が
ら
豊
か
な
生
活
を
享
受
し
て
き
た
過
去
の
自
分
を
振
り
返
る
時
の

私
に
も
、
計
画
停
電
や
節
電
に
よ
る
小
さ
な
不
都
合
が
あ
る
と
は
言
っ
て
も

相
対
的
に
は
「
平
時
」
と
言
え
る
状
況
の
中
で
大
震
災
に
よ
る
惨
状
を
テ
レ
ビ

を
通
じ
て
視
聴
し
て
い
る
時
の
私
に
も
、
罪
障
感
や
う
し
ろ
め
た
さ
の
よ
う

な
感
情
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
募
金
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
に
対
す
る

衝
迫
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
の
も
、
そ
う
い
う
感
情
を
相
殺
す
る
た
め
の
防

衛
機
制
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
大
震
災
以

降
、
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
と
か
「
絆
」
と
か
「
い
っ
し
ょ
に
」
と
い
っ
た
言
葉
で
彩
ら
れ
る
ス

ロ
ー
ガ
ン
が
巷
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
は
、
容
易
に
は
相
殺
で
き
な
い
こ
の
よ
う

な
罪
障
感
や
う
し
ろ
め
た
さ
が
、
き
わ
め
て
広
範
な
人
び
と
の
心
に
多
様
な

偏
差
を
孕
み
な
が
ら
巣
く
っ
て
い
る
こ
と
の
現
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
生
き
残
り
の
罪
障
感
」
と
い
う
言
葉
で
ひ
と

く
く
り
に
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
多
様
な
体
験
の
質
が
あ
る
わ
け
で
、
そ

う
い
う
振
れ
幅
の
中
で
事
態
を
捉
え
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
、
罪
障
感
と

う
し
ろ
め
た
さ
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
並
置
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
く
こ

と
に
し
よ
う
。

こ
れ
ほ
ど
の
規
模
で
犠
牲
者
と
生
存
者
を
作
り
出
し
、
き
わ
め
て
多
様
な

質
や
深
度
を
持
っ
た
生
き
残
り
の
体
験
と
、
被
害
者
意
識
と
加
害
者
意
識

が
交
錯
す
る
う
し
ろ
め
た
さ
の
感
情
を
生
起
さ
せ
た
出
来
事
と
し
て
「
東
日

本
大
震
災
」
と
辛
う
じ
て
比
肩
で
き
る
の
は
、
「
総
力
戦
」
と
し
て
体
験
さ
れ

た
か
つ
て
の
戦
争
だ
け
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
を
遡
れ
ば
こ
れ
ま
で
に
も

大
津
波
や
大
地
震
は
何
度
も
発
生
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
被
災
地
か
ら
遠
く

離
れ
た
地
域
の
人
間
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
巨
大
な
悲
劇
を
「
目
撃
」
し
、
体
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験
と
し
て
共
有
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
、
相
対
的
に
恵

ま
れ
た
立
場
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
る
人
び

と
が
、
こ
れ
だ
け
の
オ
ー
ダ
ー
で
存
在
で
き
る
よ
う
な
社
会
的
条
件
が
と
と

の
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
未
曾
有
の
出
来
事
で
あ
る
と
言
え
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
偏
差
を
孕
ん
だ
生
き
残
り
の
罪
障
感
や
う

し
ろ
め
た
さ
の
感
情
を
、
広
範
な
人
び
と
の
心
に
着
床
さ
せ
た
き
わ
め
て
巨

大
な
出
来
事
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
こ
う
し
た
悲
劇
の
さ
な
か
に

あ
っ
て
、
「
敗
戦
後
」
と
い
う
時
空
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
小
説
を
読
み
直

す
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
行
為
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

大
地
主
の
息
子
と
い
う
立
場
に
対
す
る
う
し
ろ
め
た
さ
を
抱
え
つ
つ
左
翼

運
動
に
関
わ
り
、
う
し
ろ
め
た
さ
を
相
殺
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
芸
妓

を
身
請
け
し
、
放
蕩
に
放
蕩
を
重
ね
、
情
死
の
生
き
残
り
と
し
て
の
罪
障
感

を
抱
え
な
が
ら
創
作
活
動
を
続
け
た
挙
げ
句
に
、
一
家
の
主
と
し
て
戦
争

を
生
き
延
び
た
太
宰
治
の
小
説
に
は
、
今
回
の
大
震
災
と
比
肩
さ
れ
る
よ

う
な
「
敗
戦
後
」
の
あ
り
よ
う
が
く
っ
き
り
と
影
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

生
き
残
り
の
罪
障
感
と
う
し
ろ
め
た
さ
の
中
に
あ
っ
て
、
「
敗
戦
後
」
の
小
説

を
読
み
直
す
試
み
の
手
始
め
に
、
太
宰
治
の
「
美
男
子
と
煙
草
」
を
取
り
上

げ
、
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
浮
浪
者
と
浮
浪
児
の
あ
い
だ

『
日
本
小
説
』
の
昭
和
二
十
三
年
三
月
号
に
発
表
さ
れ
た
太
宰
治
の
「
美

男
子
と
煙
草
」
は
、

「
私
は
、
や
っ
ぱ
り
独
り
で
、
下
等
な
酒
な
ど
飲
み
な
が

ら
、
私
の
た
た
か
い
を
、
た
た
か
い
続
け
る
よ
り
ほ
か
無
い
ん
で
す
。
」
と
い

う
、
い
か
に
も
太
宰
治
ら
し
い
語
り
口
で
始
ま
る
短
編
小
説
で
あ
る
。
敗
戦

後
の
上
野
界
隈
を
根
城
に
す
る
浮
浪
児
た
ち
に
、
「
内
気
で
ち
ょ
っ
と
お
し
ゃ

れ
な
娘
さ
ん
に
気
永
に
惚
れ
な
さ
い
。
」
と
呼
び
か
け
る
結
び
の
言
葉
や
、
写

真
を
見
た
妻
が
「
浮
浪
者
」
と
「
私
」
を
取
り
違
え
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記

し
た
「
附
記
」
に
だ
だ
よ
う
ユ
ー
モ
ア
に
も
、
い
か
に
も
太
宰
治
の
小
説
ら
し
い

雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

郡
継
夫
は
「
『
美
男
子
と
煙
草
』
論
」
（
１
）
の
中
で
、
「
読
み
終
わ
っ
た
あ
と

に
残
る
若
干
の
疑
問
と
少
な
か
ら
ぬ
感
興
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
「
私
」

に
と
っ
て
の
「
地
獄
世
界
」
が
「
想
像
の
世
界
に
あ
っ
た
と
き
の
恐
ろ
し
さ
を
失

っ
て
現
実
の
目
前
の
か
た
ち
」
と
な
り
、
「
将
来
に
控
え
て
い
る
地
獄
な
る
も
の

へ
の
不
安
の
消
失
」
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
に
「
地
下
道
経
験
」
の
意
味
を

見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
地
獄
な
る
も
の
へ
の
不
安
の
消
失
」
が
小
説
末
尾
の

明
る
さ
を
「
私
」
に
も
た
ら
し
た
と
述
べ
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て

い
る
。カ

メ
ラ
に
収
ま
っ
た
あ
と
、
「
私
」
は
「
顔
を
見
合
せ
」
て
い
た
「
少
年
の
ひ

と
り
」
の
笑
い
に
つ
ら
れ
て
笑
う
。
こ
の
と
き
「
私
」
の
う
ち
に
、
「
下
層
庶

民
へ
の
落
ち
」
を
志
向
し
た
か
つ
て
の
心
の
傾
き
が
蘇
生
し
て
い
た
と
推
定

す
る
こ
と
は
不
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
下
層
へ
と
落
ち
て
い
る
少
年
た
ち
を

見
て
、
遠
い
昔
か
ら
下
層
の
者
た
ち
に
抱
い
て
い
た
親
し
み
の
感
じ
が
「
私
」

の
う
ち
に
よ
み
が
え
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
思
い
と
少
年
の
ひ

と
り
の
笑
い
と
が
結
び
つ
い
て
、
「
私
」
を
あ
る
想
像
へ
と
い
ざ
な
っ
て
い
く
。
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あ
げ
く
「
私
」
は
、
少
年
た
ち
も
自
分
も
、
同
じ
く
空
を
舞
っ
て
い
た
天
使

が
翼
を
失
っ
て
地
上
に
舞
い
降
り
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
天
使
た
ち
の
後

裔
あ
る
い
は
後
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
幻
視
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
幻
視
の
な

か
で
「
私
」
は
こ
の
地
上
の
国
と
天
国
と
の
重
な
り
あ
い
を
感
じ
た
の
に
ち

が
い
な
い
。

「
姥
捨
」
（
昭
和

・

『
新
潮
』
）
、
「
俗
天
使
」
（
昭
和

・
１
『
新
潮
』
）
、

13

10

15

「
駆
込
み
訴
へ
」
（
昭
和

・
２
『
中
央
公
論
』
）
、
「
東
京
八
景
」
（
昭
和

・
１

15

16

『
文
学
界
』
）
な
ど
、
数
多
く
の
小
説
に
論
及
し
な
が
ら
導
き
出
さ
れ
た
郡
氏

一
流
の
読
み
で
あ
る
。
し
か
し
「
大
震
災
後
」
に
あ
っ
て
「
美
男
子
と
煙
草
」
を

再
読
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
小
説
が
喚
起
す
る
感
興
の
由
来
を
郡
氏
と

は
少
し
異
な
る
視
角
か
ら
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
た
め
に

ま
ず
考
え
て
み
た
い
の
は
、
上
野
の
地
下
道
の
「
浮
浪
者
」
と
は
い
っ
た
い
何
者

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

雑
誌
社
の
企
画
で
浮
浪
者
と
の
写
真
を
撮
る
た
め
に
「
珍
妙
な
ウ
イ
ス
キ

イ
」
を
飲
ま
さ
れ
て
上
野
の
地
下
道
に
行
っ
た
「
私
」
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
。

私
は
、
地
下
道
へ
降
り
て
何
も
見
ず
に
、
た
だ
真
直
に
歩
い
て
、
そ
う
し

て
地
下
道
の
出
口
近
く
な
っ
て
、
焼
鳥
屋
の
前
で
、
四
人
の
少
年
が
煙
草

を
吸
っ
て
い
る
の
を
見
掛
け
、
ひ
ど
く
嫌
な
気
が
し
て
近
寄
り
、

「
煙
草
は
、
よ
し
給
え
。
煙
草
を
吸
う
と
か
え
っ
て
お
な
か
が
空
く
も
の

だ
。
よ
し
給
え
。
焼
鳥
が
喰
い
た
い
な
ら
、
買
っ
て
や
る
。
」

少
年
た
ち
は
、
吸
い
掛
け
の
煙
草
を
素
直
に
捨
て
ま
し
た
。
す
べ
て
拾

歳
前
後
の
、
ほ
ん
の
子
供
な
の
で
す
。
私
は
焼
鳥
屋
の
お
か
み
に
向
い
、

「
お
い
、
こ
の
子
た
ち
に
一
本
ず
つ
。
」

と
言
い
、
実
に
、
へ
ん
な
情
な
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

雑
誌
の
記
者
た
ち
は
、
「
太
宰
治
」
と
「
浮
浪
者
」
の
対
面
に
よ
っ
て
生
じ
る

出
来
事
が
、
読
者
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
写
真
や
記
事
に
つ
な
が
る
と

考
え
て
、
わ
ざ
わ
ざ
上
野
の
地
下
道
ま
で
「
私
」
を
連
れ
て
き
た
は
ず
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
「
私
」
は
、
浮
浪
者
た
ち
が

屯

し
て
い
る
地
下
道
を
「
何
も
見

た
む
ろ

ず
に
、
た
だ
真
直
に
歩
い
て
」
通
り
抜
け
て
し
ま
う
。
記
者
か
ら
地
下
道
の
感

想
を
聞
か
れ
た
「
私
」
は
、
「
実
は
、
僕
な
ん
に
も
見
て
来
な
か
っ
た
ん
で
す
。

自
分
自
身
の
苦
し
さ
ば
か
り
考
え
て
、
た
だ
真
直
を
見
て
、
地
下
道
を
急
い

で
通
り
抜
け
た
だ
け
な
ん
で
す
。
」
な
ど
と
答
え
て
い
る
。

い
っ
た
い
な
ぜ
「
私
」
は
、
地
下
道
の
「
浮
浪
者
」
を
見
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
「
私
」
が
焼
き
鳥
を
ご
馳
走
し

た
「
四
人
の
少
年
」
と
、
地
下
道
の
浮
浪
者
は
別
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
「
四
人
の
少
年
」
が
「
す
べ
て
拾
歳
前
後
の
、
ほ
ん
の
子
供
」
で
あ
る
の
に
対

し
、
上
野
の
地
下
道
の
「
浮
浪
者
」
は
ほ
と
ん
ど
が
成
人
の
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま

り
「
四
人
の
少
年
」
は
あ
く
ま
で
も
「
浮
浪
児
」
で
あ
っ
て
、
「
浮
浪
者
」
で
は
な

、

、

い
の
だ
。
一
文
字
の
違
い
な
の
で
錯
覚
を
起
こ
し
や
す
い
が
、
両
者
の
違
い
は

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
浮
浪
者
」
を
直
視
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
「
私
」
も
、
地
下
道
の
出
口
近
く
に
い
る
「
浮
浪
児
」
に
は
ま
な
ざ
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し
を
向
け
、
声
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

敗
戦
後
の
上
野
で
浮
浪
者
と
し
て
地
下
道
を
ね
ぐ
ら
に
し
て
い
た
人
び
と

の
多
く
は
、
「
引
き
揚
げ
者
」
や
「
復
員
兵
」
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
戦
争
中
に

外
地
で
苦
労
を
重
ね
て
帰
国
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帰
る
べ
き
場
所
を
喪

失
し
て
路
頭
に
迷
い
、
行
き
着
い
た
場
所
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
の
上
野
で
あ
り
、

そ
の
近
く
の
地
下
道
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
外
地
か
ら
の
資
産
流
入

に
よ
る
イ
ン
フ
レ
を
懸
念
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
引
き
揚
げ
者
が
所
持
す
る
通
貨
や

証
券
な
ど
を
預
託
さ
せ
た
た
め
、
生
活
基
盤
を
失
い
、
困
窮
す
る
人
も
多
か

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
復
員
兵
の
中
に
は
、
手
や
足
を
失
う
な
ど
、
身
体
的

な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
背
負
っ
て
い
た
り
、
戦
地
で
の
壮
絶
な
体
験
に
よ
っ
て

精
神
面
で
深
い
傷
を
負
っ
て
い
た
り
す
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

ま
と
も
な
暮
ら
し
に
戻
れ
ず
に
「
浮
浪
者
」
に
な
り
、
と
き
に
は
犯
罪
に
手
を

染
め
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
戦
争
中
も
小
説
を
書

き
、
酒
を
飲
み
、
家
族
と
暮
ら
し
て
い
た
太
宰
治
は
、
ま
る
で
物
見
遊
山
で

も
す
る
よ
う
に
雑
誌
社
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
上
野
の
地
下
道
に
行
っ
た
わ

け
だ
が
、
そ
こ
に
い
た
の
は
、
外
地
で
苦
労
に
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
故
国
に

居
場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
底
辺
の
生
活
に
あ
え
ぐ
人
々
の
群

れ
だ
っ
た
の
だ
。
人
並
み
の
デ
リ
カ
シ
ー
が
あ
れ
ば
、
直
視
で
き
る
は
ず
が
な

い
。
つ
ま
り
、
「
私
」
が
「
浮
浪
者
」
を
直
視
せ
ず
に
地
下
道
を
通
り
抜
け
た
理

由
は
、
一
つ
に
は
戦
争
を
言
わ
ば
傍
観
者
と
し
て
や
り
過
ご
し
た
者
と
し
て

の
う
し
ろ
め
た
さ
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。
外
地
で
苦
労
を
重
ね

た
だ
け
で
は
な
く
「
浮
浪
者
」
と
し
て
敗
戦
後
の
困
窮
の
さ
な
か
に
あ
る
人
々

に
対
し
て
、
雑
誌
の
取
材
を
受
け
る
著
名
人
と
し
て
の
特
権
的
な
立
場
に
あ

る
「
私
」
が
持
つ
う
し
ろ
め
た
さ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が
「
浮
浪

者
」
を
直
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
私
」
も
、
地
下
道
の
出
口
近
く
に
い

た
「
四
人
の
少
年
」
に
対
し
て
は
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
声
す
ら
か
け
て
い
る
。

「
煙
草
を
吸
っ
て
い
る
の
を
見
掛
け
、
ひ
ど
く
嫌
な
気
が
し
て
」
と
は
言
っ
て
い

る
が
、
「
す
べ
て
拾
歳
前
後
の
、
ほ
ん
の
子
供
」
だ
と
い
う
「
四
人
の
少
年
」
に
、

焼
き
鳥
す
ら
ご
馳
走
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
地
主
の
六
男
坊
と
し
て
の
津
島
修
治
が
、
非
合
法
活
動
に
手
を
染
め
、

芸
妓
や
女
給
へ
の
恋
情
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
の
も
、
小
作
人
に
象
徴
さ
れ
る

「
庶
民
」
に
対
す
る
う
し
ろ
め
た
さ
か
ら
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
同
時
に
、
芸
妓
や
女
給
の
よ
う
な
社
会
的
弱
者
に
自
ら
の
生
の
不
全
感

を
投
影
し
、
共
感
や
憐
憫
の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
「
私
」
と
浮
浪
者
た
ち
と
の
関
係
に
も
、
同
じ
よ
う
な
感
情
の
振

幅
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
写
真
の
中
の
「
私
」
を
妻
が
浮
浪
者
と
誤
認

す
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
「
附
記
」
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う

に
、
戦
争
を
生
き
残
っ
て
心
身
と
も
に
傷
を
負
っ
て
い
る
「
浮
浪
者
」
た
ち
と

「
私
」
は
、
置
か
れ
て
い
る
境
遇
の
違
い
を
越
え
て
、
ど
こ
か
似
た
と
こ
ろ
を
持

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
浮
浪
者
」
を
直
視
す
る
こ
と
は
自
ら
の
苦
し
み
を

直
視
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
成
人
と
し
て
戦
争
を
く
ぐ
り
抜
け
た
「
私
」
と

「
浮
浪
者
」
た
ち
が
、
戦
死
者
た
ち
に
対
し
て
い
ず
れ
も
生
き
残
り
の
罪
障
感

を
感
じ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
「
地
下
道
へ
降
り
て
何
も
見
ず

に
、
た
だ
真
直
に
歩
い
て
」
通
り
抜
け
た
理
由
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
つ
ま
り
、
大
勢
い
た
は
ず
の
軍
服
姿
の
浮
浪
者
た
ち
を
見
る
こ
と
は
、
傍

観
者
的
な
場
所
で
「
戦
争
」
を
や
り
過
ご
し
た
と
い
う
現
実
を
そ
の
ま
ま
反
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復
す
る
も
の
と
し
て
感
受
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
生
き
残
り
の
罪
障
感

を
抱
え
る
「
浮
浪
者
」
の
姿
を
見
る
こ
と
が
「
私
」
の
内
に
巣
く
う
罪
障
感
を

対
象
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
と
に
な
っ
て

「
浮
浪
者
の
殆
ど
全
部
が
、
端
正
な
顔
立
を
し
た
美
男
子
ば
か
り
」
で
あ
る

と
か
、
「
煙
草
だ
け
は
た
い
て
い
吸
っ
て
い
ま
し
た
ね
」
な
ど
と
言
い
出
し
、
「
浮

浪
者
」
を
し
っ
か
り
見
て
い
た
か
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
「
私
」
は
、
直
視

で
き
な
か
っ
た
事
実
を
糊
塗
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
浮
浪
者
」
を
直
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
私
」

が
、
か
ろ
う
じ
て
眼
差
し
を
交
わ
し
う
る
存
在
と
し
て
地
下
道
の
出
口
近
く

に
見
出
し
た
の
が
、
「
四
人
の
少
年
＝
浮
浪
児
」
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
「
私
」
が
「
浮
浪
者
」
の
代
わ
り
に
戦
場
体
験
の
な
い
「
浮
浪

、

児
」
に
焼
き
鳥
を
御
馳
走
し
た
の
は
、
自
分
の
中
に
く
す
ぶ
っ
て
い
る
罪
障
感

、や
う
し
ろ
め
た
さ
を
費
消
し
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
い
う
話
に
な
る
。

三
、
上
野
と
い
う
ト
ポ
ス

「
美
男
子
と
煙
草
」
の
「
私
」
（
太
宰
治
）
は
、
雑
誌
記
者
か
ら
上
野
の
地
下

道
に
屯
す
る
浮
浪
者
に
つ
い
て
の
感
想
を
聞
か
れ
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。

「
実
は
、
僕
な
ん
に
も
見
て
来
な
か
っ
た
ん
で
す
。
自
分
自
身
の
苦
し
さ

ば
か
り
考
え
て
、
た
だ
真
直
を
見
て
、
地
下
道
を
急
い
で
通
り
抜
け
た
だ

け
な
ん
で
す
。
で
も
、
君
た
ち
が
特
に
僕
を
選
ん
で
地
下
道
を
見
せ
た
理

由
は
、
判
っ
た
。
そ
れ
は
ね
、
僕
が
美
男
子
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
に
違

い
な
い
。
」

み
ん
な
大
笑
い
し
ま
し
た
。

「
い
や
、
冗
談
じ
ゃ
な
い
。
君
た
ち
に
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
か
ね
。
僕

は
、
真
直
を
見
て
歩
い
て
い
て
も
、
あ
の
薄
暗
い
隅
に
寝
そ
べ
っ
て
い
る
浮
浪

者
の
殆
ど
全
部
が
、
端
正
な
顔
立
を
し
た
美
男
子
ば
か
り
だ
と
い
う
こ
と

を
発
見
し
た
ん
だ
。
つ
ま
り
、
美
男
子
は
地
下
道
生
活
に
お
ち
る
可
能
性

を
多
分
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
君
な
ん
か
色
が
白
く
て
美
男

子
だ
か
ら
、
危
い
ぞ
、
気
を
つ
け
給
え
。
僕
も
、
気
を
つ
け
る
が
ね
。
」

「
端
正
な
顔
立
」
と
か
「
色
が
白
い
」
な
ど
と
い
う
条
件
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
浮
浪
者
た
ち
の
顔
立
ち
が
「
美
男
子
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
か
ど
う
か
を
、

真
っ
直
ぐ
前
を
向
い
て
暗
い
地
下
道
を
通
り
抜
け
た
「
私
」
が
一
人
一
人
見

極
め
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
、
「
美
男
子
」
と
い
う
の
は
、

「
私
」
の
方
便
と
し
て
出
て
き
た
言
葉
で
あ
る
か
、
外
見
的
な
特
徴
と
は
別
の

と
こ
ろ
に
感
受
さ
れ
た
浮
浪
者
た
ち
の
特
質
を
表
現
し
た
言
葉
だ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
特
質
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
を
、

「
散
華
」
（
昭
和

・
３
『
新
若
人
』
）
と
「
未
帰
還
の
友
に
」
（
昭
和

・
５
『
潮

19

21

流
』
）
と
い
う
二
つ
の
短
編
小
説
に
登
場
す
る
「
美
男
子
」
を
参
照
し
な
が
ら

考
え
て
み
よ
う
。

「
散
華
」
の
「
私
」
（
太
宰
治
）
は
、
「
三
井
君
」
と
「
三
田
君
」
と
い
う
二
人
の

若
者
の
死
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
二
人
と
も
作
家
志
望
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
志
な
か
ば
で
命
を
落
と
し
た
若
者
で
あ
る
。
「
死
者
は
美
し
く
、
生
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き
残
っ
た
者
は
醜
い
」
あ
る
い
は
「
美
し
い
者
、
優
れ
た
者
は
死
に
、
醜
い
者
、

劣
っ
た
者
が
生
き
残
る
」
と
い
う
の
が
、
「
散
華
」
の
太
宰
治
が
死
者
に
つ
い
て

語
る
と
き
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
だ
。
一
人
目
の
三
井
君
は
、
文
学
上
の
師
で

あ
る
「
私
」
か
ら
小
説
を
書
く
よ
り
も
先
に
身
体
を
丈
夫
に
す
る
べ
き
だ
と
い

う
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、
そ
れ
以
来
「
私
」
の
と
こ
ろ
に
寄
り
つ
か
な
く
な
り
、

数
ヶ
月
後
に
結
核
と
思
わ
れ
る
病
気
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
私
」
は
、
「
こ

の
よ
う
な
時
代
に
、
か
ら
だ
が
悪
く
て
兵
隊
に
も
な
れ
ず
、
病
床
で
息
を
引

き
と
る
若
い
ひ
と
は
、
あ
わ
れ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
三
井

君
の
臨
終
の
美
し
さ
を
誉
め
称
え
て
も
い
る
。

三
井
君
の
臨
終
の
美
し
さ
は
比
類
が
無
い
。
美
し
さ
、
な
ど
と
い
う
無

責
任
な
お
座
な
り
め
い
た
巧
言
は
、
あ
ま
り
使
い
た
く
な
い
の
だ
が
、
で

も
、
そ
れ
は
実
際
、
美
し
い
の
だ
か
ら
仕
様
が
な
い
。
三
井
君
は
寝
な
が

ら
、
枕
頭
の
お
針
仕
事
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
母
堂
を
相
手
に
、
し
ず
か

に
世
間
話
を
し
て
い
た
。
ふ
と
口
を
噤
ん
だ
。
そ
れ
き
り
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
（
中
略
）

人
間
の
最
高
の
栄
冠
は
、
美
し
い
臨
終
以
外
の
も
の
で
は
な
い
と
思
っ

た
。

「
太
宰
治
」
と
い
う
作
家
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
語
り
の
中
に
出
て
く
る

「
臨
終
の
美
し
さ
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
三
井
君
」
と
は
対
極
的
な
場
所
に
立

つ
「
死
に
ぞ
こ
な
い
」
と
し
て
の
「
私
」
の
側
に
、
カ
ウ
ン
タ
ー
・
パ
ー
ト
と
し
て
の

「
醜
さ
」
を
割
り
当
て
る
機
能
を
持
つ
。
あ
る
い
は
、
生
き
る
こ
と
の
醜
さ
を

強
烈
に
意
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
臨
終
の
美
し
さ
」
と
い
う
言
葉
が
要
請

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

二
人
目
の
三
田
君
は
ア
ッ
ツ
島
で
「
散
華
」
す
る
の
だ
が
、
「
私
」
は
三
田
君

の
遺
し
た
短
い
手
紙
を
繰
り
か
え
し
引
用
し
、
「
美
し
い
便
り
」
と
言
っ
て
誉

め
称
え
て
い
る
。

御
元
気
で
す
か
。

遠
い
空
か
ら
御
伺
い
し
ま
す
。

無
事
、
任
地
に
着
き
ま
し
た
。

大
い
な
る
文
学
の
た
め
に
、

死
ん
で
下
さ
い
。

自
分
も
死
に
ま
す
、

こ
の
戦
争
の
た
め
に
。

「
私
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
美
し
い
便
り
」
を
書
い
た
三
田
君
が
「
一
流
の
詩

人
の
資
格
を
得
た
」
と
断
言
し
、
「
純
粋
の
詩
人
と
は
、
人
間
以
上
の
も
の

で
、
た
し
か
に
天
使
で
あ
る
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
手
紙
を
受
け
と
っ
た
「
私
」

が
、
「
美
男
子
と
煙
草
」
に
も
出
て
く
る
「
天
使
」
と
い
う
言
葉
を
、
「
純
粋
の

詩
人
」
と
等
置
し
て
い
る
の
だ
。
た
だ
し
、
三
井
君
と
三
田
君
と
い
う
二
人
の

青
年
に
対
し
て
「
私
」
は
、
「
美
男
子
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
は
い
な
い
。
「
私
」

が
「
美
男
子
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
三
田
君
の
友
人

で
あ
る
戸
石
君
に
対
し
て
な
の
だ
。
三
田
君
と
戸
石
君
は
い
つ
も
連
れ
だ
っ
て

「
私
」
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
て
い
た
の
だ
が
、
学
生
服
に
坊
主
頭
の
三
田
君
が
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だ
い
た
い
黙
っ
て
す
わ
っ
て
い
る
だ
け
な
の
に
対
し
て
、
お
し
ゃ
れ
な
装
い
の
戸

石
君
は
愚
問
を
連
発
し
て
は
場
を
盛
り
上
げ
る
快
活
な
男
で
あ
る
。

愚
問
を
発
す
る
人
は
、
そ
の
一
座
の
犠
牲
に
な
る
の
を
覚
悟
し
て
、
ぶ

ざ
ま
の
愚
問
を
発
し
、
恐
悦
が
っ
た
り
し
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
尊
い

犠
牲
心
の
発
露
な
の
で
あ
る
、
二
人
づ
れ
で
来
る
と
、
た
い
て
い
ひ
と
り

は
、
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
一
座
の
犠
牲
に
な
る
よ
う
だ
。
そ
う
し
て
そ
の

犠
牲
者
は
、
妙
な
も
の
で
、
必
ず
上
座
に
坐
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ

も
き
ま
っ
た
よ
う
に
、
美
男
子
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
き
っ
と
、
お
し
ゃ
れ
で

あ
る
。

「
美
男
子
」
が
ど
の
よ
う
な
顔
立
ち
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
説
明

は
欠
落
し
て
い
る
。
一
方
で
前
景
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
犠
牲
者
」
が
「
美
男

子
」
で
あ
る
と
い
う
「
私
」
の
経
験
則
で
あ
る
。

太
宰
治
が
敗
戦
後
に
発
表
し
た
「
未
帰
還
の
友
に
」
に
も
、
戦
争
中
に
発

表
し
た
「
散
華
」
と
同
じ
よ
う
に
、
徴
兵
さ
れ
て
戦
地
に
お
も
む
い
た
年
少
の

友
人
が
登
場
し
て
い
る
。
「
鶴
田
君
」
と
い
う
青
年
は
、
東
京
帝
国
大
学
の
文

科
を
卒
業
す
る
と
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
故
郷
の
仙
台
の
部
隊
に

入
営
し
、
一
年
後
の
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
の
早
春
に
戦
地
に
旅
立
つ
。

そ
の
途
上
で
、
在
学
中
に
文
学
上
の
師
と
仰
い
で
い
た
「
私
」
と
待
ち
合
わ
せ

て
別
れ
の
盃
を
酌
み
交
わ
す
の
だ
が
、
そ
の
場
所
と
し
て
選
ば
れ
る
の
が
上

野
な
の
で
あ
る
。
東
北
出
身
の
鶴
田
君
に
と
っ
て
上
野
は
、
入
営
す
る
た
め

に
い
っ
た
ん
仙
台
に
帰
郷
す
る
際
の
出
発
点
で
あ
り
、
戦
地
に
旅
立
つ
際
の

重
要
な
中
継
地
点
で
も
あ
る
。
戦
争
を
生
き
残
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は

な
い
が
、
「
未
帰
還
の
友
」
で
あ
る
鶴
田
君
も
、
も
し
も
生
還
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
上
野
駅
か
ら
故
郷
の
仙
台
へ
と
戻
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
美
男
子
と
煙
草
」
を
書
い
た
青
森
県
出
身
の
太
宰
治

は
、
上
野
が
地
方
出
身
者
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
を
堆
積
さ
せ
た
特
別

な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

「
美
男
子
と
煙
草
」
の
浮
浪
者
た
ち
が
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
理
由
で
上
野

の
地
下
道
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
焼
け
出
さ
れ
て
戻
る
家

が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
戦
争
で
手
足
を
失
っ
て
仕
事
に

就
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
東
京

大
空
襲
な
ど
の
戦
災
に
よ
っ
て
生
き
る
気
力
を
失
う
よ
う
な
痛
手
を
受
け
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
今
で
言
え
ば
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
が
あ
る
中
で
、
蓋
然

性
が
高
い
事
実
を
一
つ
あ
げ
て
お
け
ば
、
ね
ぐ
ら
を
上
野
駅
の
地
下
道
に
定

め
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
浮
浪
者
の
中
に
東
北
出
身
者
が
少
な
か
ら
ず

含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「
太
宰
治
」
と
い
う
固
有
名
と

と
も
に
受
容
さ
れ
る
「
美
男
子
と
煙
草
」
と
い
う
小
説
が
、
暗
黙
の
う
ち
に

敗
戦
後
の
東
北
出
身
者
た
ち
の
惨
状
を
後
景
に
置
い
て
成
立
し
て
い
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
上
野
の
地
下
道
に
横
た
わ
っ
て
煙
草
を
吸
う
「
浮
浪
者
」
と
は
、

「
太
宰
治
」
に
と
っ
て
あ
り
得
べ
き
自
分
自
身
の
姿
を
開
示
す
る
と
同
時
に
、

敗
戦
後
の
時
空
を
今
こ
の
よ
う
に
し
て
生
き
て
い
る
自
分
を
告
発
す
る
と
い

う
よ
う
な
複
雑
な
様
態
を
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。



- 71 -

四
、
美
男
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と

「
未
帰
還
の
友
に
」
と
い
う
小
説
の
魅
力
は
、
東
京
帝
国
大
学
を
出
た
エ
リ

ー
ト
の
鶴
田
君
と
菊
屋
と
い
う
お
で
ん
屋
の
娘
で
あ
る
マ
サ
ち
ゃ
ん
と
の
間

に
生
じ
る
小
さ
な
ロ
マ
ン
ス
と
、
そ
の
小
さ
な
ロ
マ
ン
ス
が
戦
争
に
よ
っ
て
壊
さ

れ
て
い
く
さ
ま
を
「
僕
」
が
見
つ
め
て
い
く
と
い
う
構
造
の
中
に
あ
る
。
ア
ル
コ

ー
ル
が
不
足
す
る
ご
時
世
の
中
で
酒
を
飲
む
た
め
に
お
で
ん
屋
に
コ
ネ
を
作

ろ
う
と
し
て
鶴
田
君
を
利
用
し
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
の
で
、
二
人
の
悲
恋

に
立
ち
あ
う
「
僕
」
の
心
の
中
に
一
種
の
罪
障
感
が
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
こ
と

も
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
を
「
未
帰
還
の
友
に
」
と
題
し
た
手
記
の
形
で
、
も
は

や
こ
の
世
の
人
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
鶴
田
君
に
向
け
て
語
り
か
け
る
と
い

う
の
が
、
こ
の
小
説
の
趣
向
で
あ
る
。

〝
未
帰
還
の
友
〟
で
あ
る
鶴
田
君
に
つ
い
て
、
「
僕
」
は
こ
ん
な
風
に
語
っ
て

い
る
。「

…
そ
れ
で
ね
、
僕
の
友
人
で
い
ま
東
京
の
帝
大
の
文
科
に
は
い
っ
て
い

る
鶴
田
君
、
と
言
っ
て
も
お
じ
さ
ん
に
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
ほ
ら
、

僕
が
い
つ
も
引
っ
ぱ
っ
て
来
る
大
学
生
の
中
で
一
ば
ん
背
が
高
く
て
色
の
白

い
、
羽
左
衛
門
に
似
た
（
別
に
僕
は
君
が
羽
左
衛
門
に
も
誰
に
も
似
て
い

る
と
は
思
わ
な
い
が
、
美
男
子
と
い
う
事
を
強
調
す
る
た
め
に
、
お
じ
さ

ん
の
知
っ
て
い
そ
う
な
美
男
の
典
型
人
の
名
前
を
挙
げ
て
み
た
だ
け
で
あ

る
）
そ
ん
な
に
酒
を
飲
ま
な
い
（
そ
の
実
、
僕
の
と
こ
ろ
へ
来
る
大
学
生
の
う

ち
で
君
が
一
ば
ん
の
大
酒
飲
み
で
あ
っ
た
）
お
と
な
し
そ
う
な
青
年
が
、
そ

の
鶴
田
君
な
ん
だ
が
ね
、
あ
れ
は
仙
台
の
人
で
ね
、
少
し
言
葉
に
仙
台
な

ま
り
が
あ
る
か
ら
あ
ま
り
女
に
は
好
か
れ
な
い
よ
う
だ
け
れ
ど
、
ま
あ
、

か
え
っ
て
そ
の
ほ
う
が
い
い
。
…
」

ヒ
ロ
イ
ン
の
マ
サ
ち
ゃ
ん
の
父
親
で
あ
る
お
で
ん
屋
の
ご
主
人
に
、
「
僕
」
が

鶴
田
君
を
紹
介
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
僕
が
い
つ
も
引
っ
ぱ
っ
て
来
る
大
学
生

の
中
で
一
ば
ん
背
が
高
く
て
色
の
白
い
、
羽
左
衛
門
に
似
た
…
そ
ん
な
に
酒

を
飲
ま
な
い
…
お
と
な
し
そ
う
な
青
年
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
「
羽
左
衛
門
」

と
い
う
の
は
、
歌
舞
伎
役
者
の
十
五
代
目
市
村
羽
左
衛
門
の
こ
と
で
、
そ
の

美
貌
か
ら
「
い
い
男
」
の
代
名
詞
と
さ
れ
た
人
物
だ
。
里
見
弴
の
『
羽
左
衛
門

伝
説
』
（
毎
日
新
聞
社
・
一
九
五
五
年
刊
）
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
系
ア
メ
リ
カ

人
と
日
本
人
女
性
の
ハ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
僕
」
が
「
美
男
子
」
の
外
見
的
な
特
徴
と
し
て
強
調
し

て
い
る
の
は
、
「
背
が
高
い
」
こ
と
と
「
色
が
白
い
」
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
「
背
が
高
い
」
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
言
え
ば
、
旧
日
本
軍
の
兵
士
の

中
に
あ
っ
て
外
国
人
の
よ
う
に
背
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、
規
格
外
の
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
外
套
、
外
被
、
防
寒
帽
、
軍
靴
、
鉄
兜
な
ど
を
含

む
さ
ま
ざ
ま
な
軍
装
品
の
こ
と
を
考
え
て
も
、
敷
布
や
毛
布
、
寝
袋
な
ど
を

利
用
す
る
際
の
こ
と
を
考
え
て
も
、
当
時
の
日
本
人
の
平
均
的
な
体
格
（
身

長
一
六
〇
セ
ン
チ
程
度
）
よ
り
も
大
き
い
鶴
田
君
の
よ
う
な
「
美
男
子
」
は
、

兵
士
と
し
て
は
規
格
外
の
面
倒
な
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

る
。
下
士
官
だ
っ
た
ら
し
い
鶴
田
君
が
、
背
が
高
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
鉄
拳

制
裁
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
可
能
性
が
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
る
の
か
は
は
わ
か
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ら
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
不
自
由
を
強
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
背
が
高
い
」
と
い
う
こ
と
で
、

出
来
合
い
の
社
会
に
適
合
し
な
い
自
分
を
常
に
意
識
し
て
い
た
は
ず
な
の
で

あ
る
。
青
森
県
の
津
軽
地
方
で
は
三
男
以
降
の
〝
余
計
者
〟
の
兄
弟
に
対

し
て
「
オ
ズ
カ
ス
」
と
い
う
差
別
的
な
呼
称
を
使
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
身
長
が
一
七
○
セ
ン
チ
を
超
え
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
六
男
坊
の

津
島
修
治
（
太
宰
治
）
の
「
オ
ズ
カ
ス
」
意
識
は
、
「
背
が
高
い
」
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
（
２
）
。

次
に
、
「
色
が
白
い
」
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
言
え
ば
、
真
っ
先
に
浮
か
ん
で

く
る
の
は
、
「
大
地
主
の
息
子
で
文
弱
な
少
年
」
と
し
て
の
津
島
修
治
の
イ
メ

ー
ジ
で
あ
る
。
青
森
県
内
有
数
の
大
地
主
で
あ
る
津
島
源
右
衛
門
の
六
男

と
し
て
生
ま
れ
た
津
島
修
治
（
太
宰
治
）
は
、
弘
前
高
校
在
学
中
に
左
翼
運

動
に
関
わ
っ
て
い
る
。
地
主
で
あ
る
と
い
う
出
自
に
対
す
る
負
い
目
が
、
津
島

修
治
を
左
翼
運
動
に
駆
り
立
て
、
つ
い
に
は
自
殺
未
遂
を
引
き
起
こ
す
原
因

に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
農
業
人
口
が
き
わ
め
て
多
か
っ
た
戦
前
、
土

地
を
持
た
な
い
農
家
の
子
ど
も
た
ち
は
、
十
分
な
教
育
も
受
け
ら
れ
な
い
ま

ま
、
年
少
の
頃
か
ら
農
作
業
を
手
伝
わ
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
貧
し
い
農
家

の
息
子
で
羽
左
衛
門
の
よ
う
に
「
色
が
白
い
」
と
い
う
美
男
子
の
条
件
を
満
た

せ
る
十
代
の
少
年
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
「
色
が
白
い
」
と
い
う

こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
、
津
島
修
治
の
よ
う
な
人
間
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
恵
ま

れ
た
境
遇
の
あ
か
し
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
恵
ま
れ
た
境
遇

に
あ
る
こ
と
へ
の
う
し
ろ
め
た
さ
の
意
識
や
、
そ
う
い
う
自
分
の
外
見
に
対
す

る
こ
だ
わ
り
に
つ
な
が
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

五
、
浮
浪
児
と
い
う
天
使

「
美
男
子
と
煙
草
」
と
い
う
き
わ
め
て
短
い
小
説
の
導
入
部
に
、
一
見
す
る

と
物
語
の
本
筋
と
は
関
係
な
い
よ
う
に
見
え
る
「
古
い
も
の
と
の
た
た
か
い
」

に
つ
い
て
の
話
が
置
か
れ
て
い
る
。

古
い
者
は
、
意
地
が
悪
い
。
何
の
か
の
と
、
陳
腐
き
わ
ま
る
文
学
論
だ

か
、
芸
術
論
だ
か
、
恥
ず
か
し
げ
も
無
く
並
べ
や
が
っ
て
、
以
て
新
し
い
必

死
の
発
芽
を
踏
み
に
じ
り
、
し
か
も
、
そ
の
自
分
の
罪
悪
に
一
向
お
気
づ

き
に
な
っ
て
お
ら
な
い
様
子
な
ん
だ
か
ら
、
恐
れ
い
り
ま
す
。
押
せ
ど
も
、

ひ
け
ど
も
、
動
き
や
し
ま
せ
ん
。
た
だ
も
う
、
命
が
惜
し
く
て
、
金
が
惜
し

く
て
、
そ
う
し
て
、
出
世
し
て
妻
子
を
よ
ろ
こ
ば
せ
た
く
て
、
そ
の
た
め
に

徒
党
を
組
ん
で
、
や
た
ら
と
仲
間
ぼ
め
し
て
、
所
謂
一
致
団
結
し
て
孤
影

の
者
を
い
じ
め
ま
す
。

私
は
負
け
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
あ
と
、
三
人
の
「
年
寄
り
の
文
学
者
」
に
い
じ
め
ら
れ
た
夜
の
出
来
事

を
語
り
、
帰
宅
後
に
く
や
し
泣
き
を
し
た
こ
と
を
回
想
し
た
上
で
、
「
あ
あ
、

生
き
て
行
く
と
い
う
事
は
、
い
や
な
事
だ
。
殊
に
も
、
男
は
、
つ
ら
く
て
、
哀

し
い
も
の
だ
。
と
に
か
く
、
何
で
も
た
た
か
っ
て
、
そ
う
し
て
、
勝
た
な
け
れ
ば

、
、
、
、
、
、

な
ら
ぬ
の
で
す
か
ら
。
」
と
い
う
言
葉
で
導
入
部
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

、
、
、

こ
う
し
た
叙
述
を
支
え
て
い
る
の
は
、
「
古
い
者
／
新
し
い
者
」
「
年
長
／
年
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少
」
「
徒
党
／
孤
影
」
「
生
き
残
る
者
／
滅
び
行
く
者
」
「
罪
悪
／
無
垢
」
「
醜

い
／
美
し
い
」
「
勝
つ
／
負
け
る
」
と
い
う
よ
う
な
二
項
対
立
の
第
一
項
に
先

輩
作
家
た
ち
を
位
置
づ
け
、
第
二
項
の
側
に
自
分
を
配
置
し
よ
う
と
す
る

「
私
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
第
二
項
に
自
分
を
配
置
し
よ
う
と

す
る
モ
チ
ー
フ
の
背
後
に
は
、
第
一
項
の
側
に
あ
る
と
い
う
現
実
を
否
認
し

よ
う
と
す
る
衝
動
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
し
か
も
「
私
」
の
中
に
あ
る
そ
の

よ
う
な
衝
動
は
、
ま
る
で
強
い
愛
着
が
一
瞬
に
し
て
強
い
憎
し
み
に
変
わ
る

よ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
、
発
露
す
る
方
向
を
ま
っ
た

く
反
対
の
方
向
に
変
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
も
の
と
し
て
も
描
か
れ
て

い
る
。
「
年
寄
り
の
文
学
者
」
に
い
じ
め
ら
れ
た
夜
か
ら
数
日
後
に
出
版
社
の

若
い
記
者
が
訪
ね
て
き
て
、
「
上
野
の
浮
浪
者
を
見
に
行
き
ま
せ
ん
か
？
」
と

誘
い
に
来
た
と
き
に
、
「
参
り
ま
す
。
」
と
答
え
た
自
分
の
心
理
を
、
「
泣
き
べ

そ
の
気
持
の
時
に
、
か
え
っ
て
反
射
的
に
相
手
に
立
ち
向
か
う
性
癖
」
と

「
私
」
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
衝
動
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
滅
び
行
く
者
と
し
て
の
美
し
さ
を
持
つ
孤
影
の
存
在
で
あ
り
た
い
と
願

い
な
が
ら
も
、
現
実
に
は
醜
悪
さ
の
中
に
生
き
る
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
恐
れ
を
抱
き
、
第
一
項
の
側
に
自
分
が
い
る
こ
と
を
意
識
せ
ざ
る
を

得
な
い
場
所
に
、
言
わ
ば
自
傷
行
為
の
よ
う
に
し
て
身
を
躍
ら
せ
た
の
が
、

「
参
り
ま
す
」
と
答
え
た
と
き
の
「
私
」
の
心
理
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
、
先
輩
作
家
た
ち
と
「
私
」
と
の
関
係
性
が
、
そ
の
ま
ま
「
私
」
と

浮
浪
者
た
ち
と
の
関
係
性
と
重
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
戦
場
に
駆
り
出

さ
れ
た
世
代
に
対
し
て
相
対
的
に
は
「
年
長
者
」
で
あ
り
、
「
生
き
残
る
者
」

で
あ
り
、
「
勝
者
」
で
あ
り
、
「
醜
い
者
」
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
「
私
」
は
、
出
版
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
「
徒
党
を
組
む
者
」
の
側
か
ら
地
下
道
に
横
た
わ
る

「
孤
影
の
者
」
を
睥
睨
す
る
立
場
に
い
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
浮
浪
者
は
、

生
き
残
り
に
よ
る
罪
障
感
や
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
る
と
い
う
点
で
自
分
と

同
様
の
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
自
分
に
罪
障
感
や
う

し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
さ
せ
る
戦
争
の
死
者
を
〈
代
行
＝
表
象
〉
す
る
存
在
で

も
あ
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
浮
浪
者
を
前
に
し
た
時
に
「
私
」
が

最
後
に
見
出
し
た
の
は
、
「
生
き
残
る
者
」
で
あ
り
な
が
ら
「
年
少
」
で
あ
る
が

ゆ
え
に
「
罪
悪
」
に
汚
れ
る
こ
と
な
く
「
無
垢
」
な
ま
ま
で
生
き
て
い
る
「
美
し

い
」
浮
浪
児
で
あ
る
。

浮
浪
者
と
は
異
な
り
浮
浪
児
は
、
戦
争
に
対
す
る
有
罪
性
や
戦
争
の
死

、

、

者
に
対
す
る
有
責
性
を
も
た
ず
、
罪
障
感
や
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
る
必

然
性
の
な
い
無
垢
な
存
在
と
し
て
「
私
」
の
欲
望
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う

い
う
意
味
合
い
に
お
い
て
、
「
私
」
の
負
の
感
情
を
相
殺
す
る
存
在
と
し
て
召

喚
さ
れ
て
い
る
の
が
、
〈
浮
浪
児
＝
天
使
〉
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
罪
障
感
や

う
し
ろ
め
た
さ
の
淵
源
た
る
「
過
去
」
と
は
別
の
、
あ
り
得
べ
き
未
来
を
〈
代

行
＝
表
象
〉
す
る
存
在
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
何
も
見
ず
に
真
っ
直
ぐ
に

地
下
道
を
歩
い
て
出
口
近
く
の
焼
鳥
屋
の
前
で
四
人
の
少
年
と
遭
遇
し
た
と

き
、
彼
ら
が
煙
草
を
吸
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
て
ひ
ど
く
嫌
な
気
分
に
な
り
、

「
煙
草
は
、
よ
し
給
え
」
と
話
し
か
け
た
の
は
、
地
下
道
と
煙
草
を
吸
っ
て
い
た

「
浮
浪
者
」
た
ち
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
「
浮
浪
児
」
た
ち
を
欲
望
し
て
い

る
こ
と
の
現
れ
だ
ろ
う
。
醜
悪
な
生
者
の
代
表
た
る
年
寄
り
の
文
学
者
た
ち

に
対
し
た
時
の
「
私
」
は
、
相
対
的
に
「
美
男
子
」
の
側
に
立
っ
て
い
る
と
は
言

え
、
「
浮
浪
者
」
た
ち
を
前
に
す
れ
ば
醜
悪
な
生
者
と
し
て
の
自
分
を
意
識
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せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
で
「
私
」
は
、
「
浮
浪
者
」
と
と
も
に
戦
争
の
死
者
た

ち
に
対
す
る
生
き
残
り
と
し
て
の
有
責
性
を
伏
在
さ
せ
た
ま
ま
、
無
垢
で
美

し
い
も
の
と
し
て
救
済
さ
れ
る
希
望
を
、
「
浮
浪
者
」
な
ら
ぬ
「
浮
浪
児
」
と
い

う
存
在
に
仮
託
し
て
い
る
。
戦
争
の
死
者
に
対
し
て
は
浮
浪
者
と
同
じ
で
あ

り
な
が
ら
浮
浪
者
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
「
私
」
が
、
浮
浪
児
と
は
別
個
の

存
在
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
浮
浪
児
と
同
じ
側
に
立
つ
存
在
で
あ
る
か
の
よ

う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
の
中
に
は
、
敗
戦
後
と
い
う
時
空
で
さ
ま
ざ
ま
な
偏
差

を
抱
え
な
が
ら
加
害
者
意
識
と
被
害
者
意
識
の
錯
綜
す
る
中
に
生
き
て
い

た
敗
戦
後
の
人
び
と
の
心
理
的
な
ね
じ
れ
が
、
ね
じ
れ
た
ま
ま
に
表
象
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
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史
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二
○
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会
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に
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い
て
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九
十
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ー
ジ
の
「
編
集
後
記
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に
記
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れ
た
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り
、

『
現
代
文
学
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な
り
ま
す
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し
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、
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。
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、
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