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一
． 

は
じ
め
に 

― 

「
盗
難
」
と
い
う
軽
い
読
み
物 

― 

 

短
篇
小
説
「
盗
難
」
に
関
す
る
、
江
戸
川
乱
歩
自
身
に
よ
る
作
品
解
説
（
注
一
）

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

【
盗
難
】
週
刊
「
写
真
報
知
」
大
正
十
四
年
五
月
ご
ろ
の
号
に
発
表
。
ど
こ

か
落
語
を
連
想
さ
せ
る
軽
い
読
物
で
あ
る
。
私
は
昔
か
ら
、
探
偵
小
説
と
共

に
落
語
が
大
好
物
で
あ
っ
た
。
両
方
と
も
ド
ン
デ
ン
返
し
と
「
落
ち
」
の
あ

る
点
が
近
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
作
に
は
そ
の
私
の
二
つ
の

好
物
が
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

  

デ
ビ
ュ
ー
作
「
二
銭
銅
貨
」
を
、
「
新
青
年
」
大
正
十
二
年
二
月
号
に
発
表
。

同
誌
大
正
十
四
年
一
月
号
に
は
「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」
を
発
表
。
作
家
と
し
て
立

つ
決
意
を
固
め
る
転
機
と
な
っ
た
「
心
理
試
験
」
を
、
同
誌
大
正
十
四
年
二
月
号

に
発
表
。
こ
の
年
、
「
新
青
年
」
編
集
長
で
あ
っ
た
森
下
雨
村
が
、
新
人
で
あ
る

乱
歩
に
、
同
誌
へ
の
六
ヶ
月
連
続
の
短
篇
小
説
掲
載
の
機
会
を
与
え
た
。
連
続
掲

載
さ
れ
た
作
品
は
以
下
の
通
り
。 

 

「
心
理
試
験
」
（
二
月
号
）
、
「
黒
手
組
」
（
三
月
号
）
、
「
赤
い
部
屋
」

（
四
月
号
）
、
「
幽
霊
」
（
五
月
号
）
、
「
白
昼
夢
」
・
「
指
輪
」
（
七
月

号
）
、
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
（
八
月
増
刊
） 

  

一
見
す
る
と
こ
ろ
、
現
在
で
も
名
作
と
さ
れ
る
作
品
が
目
白
押
し
で
あ
る
。
乱

歩
自
身
、
「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」
と
六
ヶ
月
連
続
の
短
篇
小
説
掲
載
に
関
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

そ
の
中
に
は
「
黒
手
組
」
や
「
幽
霊
」
の
よ
う
な
駄
作
も
あ
る
が
、
「
Ｄ
坂
」

「
心
理
試
験
」
「
赤
い
部
屋
」
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
な
ど
は
、
私
の
短
篇

の
代
表
的
な
も
の
に
属
す
る
わ
け
で
、
こ
の
連
続
短
篇
は
ま
ず
ま
ず
の
成
功

で
あ
っ
た
。
こ
の
年
に
は
、
「
新
青
年
」
七
篇
の
ほ
か
に
「
苦
楽
」
（
二
篇

発
表
、
そ
の
一
篇
は
「
人
間
椅
子
」
で
あ
っ
た
）
「
新
小
説
」
「
写
真
報
知
」

「
映
画
と
探
偵
」
な
ど
に
九
篇
を
書
い
て
い
る
か
ら
、
合
わ
せ
て
十
六
篇
と

な
る
。
私
と
し
て
は
よ
く
書
い
た
年
で
あ
り
、
私
の
初
期
の
代
表
的
な
短
篇

の
半
分
近
く
は
、
こ
の
年
に
発
表
し
た
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

乱
歩
自
身
が
言
う
「
初
期
の
代
表
的
な
短
篇
」
群
と
同
時
期
に
、
本
稿
で
取
り

上
げ
る
「
盗
難
」
は
執
筆
さ
れ
た
。
デ
ビ
ュ
ー
し
た
て
の
初
々
し
く
も
勢
い
の
あ

る
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
の
一
篇
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
乱
歩
自
身
が
言
う

よ
う
に
「
ど
こ
か
落
語
を
連
想
さ
せ
る
軽
い
読
物
」
と
、
簡
単
に
は
決
し
て
片
付

け
ら
れ
な
い
側
面
が
あ
る
は
ず
だ
。
本
稿
は
「
盗
難
」
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
乱

歩
の
「
少
年
探
偵
シ
リ
ー
ズ
」
の
あ
り
よ
う
、
と
り
わ
け
稀
代
の
ピ
カ
ロ
で
あ
る

怪
人
二
十
面
相
に
よ
る
盗
難
に
関
し
て
、
で
き
る
だ
け
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

 

二
． 

俗
な
る
も
の
の
巣
喰
う
舞
台
設
定 
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「
盗
難
」
は
、
「
私
」
の
「
実
験
談
」
で
あ
る
。 

語
り
手
は
「
私
」
、
語
り
を
聞
い
て
い
る
者
は
、
詳
細
に
は
言
及
さ
れ
な
い
が

小
説
家
。 

「
私
」
は
、
「
こ
の
話
は
こ
れ
ま
で
、
た
び
た
び
人
に
話
し
て
聞
か
せ
た
こ
と

が
あ
る
」
。
「
そ
い
つ
が
あ
ん
ま
り
作
っ
た
よ
う
に
面
白
く
で
き
て
い
る
も
ん
だ

か
ら
、
そ
り
ゃ
お
前
、
な
ん
か
の
小
説
本
か
ら
仕
込
ん
で
き
た
種
じ
ゃ
な
い
か
、

な
ん
て
、
大
抵
の
人
が
ほ
ん
と
う
に
し
な
い
」
話
だ
。
「
し
か
し
正
真
正
銘
い
つ

わ
り
な
し
の
事
実
談
」
だ
と
、
「
私
」
は
主
張
し
て
い
る
。 

「
私
」
は
、
現
在
は
「
や
く
ざ
な
仕
事
」
を
し
て
い
る
ら
し
い
。 

し
か
し
「
三
年
前
ま
で
は
」
、
「
宗
教
に
関
係
し
て
い
た
」
と
言
う
。
「
ち
ょ

っ
と
立
派
に
聞
こ
え
」
る
が
「
実
は
く
だ
ら
な
い
ん
で
す
」
と
、
「
私
」
は
回
想

す
る
。
「
あ
ん
ま
り
自
慢
に
な
る
よ
う
な
宗
教
じ
ゃ
な
い
」
が
、
「
七
年
前
」
か

ら
「
足
か
け
五
年
」
、
「
×
×
教
」
の
「
Ｎ
市
の
支
教
会
」
に
「
雑
用
係
り
」
と

し
て
働
い
て
い
た
。
「
む
ろ
ん
私
は
信
者
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
。
「
根
が

信
仰
心
の
乏
し
い
と
こ
ろ
へ
、
内
幕
を
知
っ
て
し
ま
っ
」
た
か
ら
で
あ
る
。 

そ
の
「
内
幕
」
を
体
現
し
て
い
る
の
が
、
「
Ｎ
市
の
支
教
会
」
の
「
主
任
」
な

る
人
物
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
「
同
郷
の
者
で
古
い
知
り
合
い
」
の
「
主
任
」
の

「
縁
故
」
で
、
「
居
候
を
き
め
込
ん
だ
」
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
「
主
任
」
は
「
決

し
て
宗
教
的
な
、
悟
り
を
ひ
ら
い
た
と
い
う
よ
う
な
の
で
は
な
く
て
」
、
「
商
才

に
た
け
て
い
た
」
人
物
で
あ
っ
た
。
「
宗
教
に
商
才
は
少
し
変
」
だ
と
「
私
」
は

感
じ
て
い
る
が
、
「
主
任
」
の
「
信
者
を
ふ
や
し
た
り
、
寄
付
金
を
集
め
た
り
す

る
腕
前
は
、
な
か
な
か
あ
ざ
や
か
な
も
の
」
と
感
心
も
し
て
い
る
。 

と
は
言
え
「
私
」
は
、
「
し
か
つ
め
ら
し
い
顔
を
し
て
お
説
教
を
し
て
い
る
主

任
が
、
裏
へ
廻
っ
て
み
れ
ば
、
酒
を
飲
む
わ
、
女
狂
い
は
す
る
わ
、
夫
婦
喧
嘩
は

絶
え
間
が
な
い
と
い
う
始
末
で
は
、
ど
う
も
信
仰
も
起
こ
」
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
、
「
一
時
し
の
ぎ
」
の
つ
も
り
が
、
「
い
っ
こ
う
に
足
が
抜
け
な

く
」
な
っ
て
、
「
教
会
の
雑
用
係
り
と
し
て
、
と
う
と
う
根
を
す
え
て
し
ま
」
う

こ
と
に
な
っ
た
。 

つ
ま
り
、
「
私
」
も
「
主
任
」
も
、
聖
な
る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
宗
教
の
「
支

教
会
」
の
中
で
、
最
た
る
俗
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。

「
主
任
」
は
、
俗
物
で
あ
り
、
そ
の
「
縁
故
」
と
し
て
「
居
候
を
き
め
込
ん
だ
」

「
私
」
も
、
「
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る
う
ち
に
は
、
だ
ん
だ
ん
宗
旨
の
こ
と
に
も
な

れ
て
く
る
」
俗
物
で
あ
っ
た
。 

こ
の
「
宗
旨
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
「
×
×
教
」
自
体
の
宗
旨
の
意
味
と
し
て

受
け
取
る
の
は
、
あ
ま
り
に
浅
薄
で
あ
ろ
う
。
「
主
任
」
に
よ
る
「
Ｎ
市
の
支
教

会
」
運
営
の
あ
り
よ
う
と
、
そ
れ
に
順
応
し
て
い
っ
た
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
自

身
を
、
極
め
て
シ
ニ
カ
ル
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
側
面
も
、
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
。
「
宗
旨
の
こ
と
に
も
な
れ
て
く
る
」
と
い
う
表
現
に
注
意
し
よ
う
。
聖

な
る
も
の
の
「
宗
旨
」
に
、
「
な
れ
」
る
と
い
う
現
象
は
、
本
来
の
宗
教
的
生
き

方
に
お
い
て
は
、
有
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
「
な
れ
」
る
現
象
は
、

た
だ
今
こ
の
瞬
間
の
生
き
方
を
問
わ
れ
る
宗
教
的
な
生
き
方
と
は
、
無
縁
で
あ
る

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
主
任
」
も
「
私
」
も
、
宗
教
を
食
い
物
に
す
る
こ
と
に
、

「
な
れ
て
」
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
来
の
「
宗
旨
」
と
は
ほ
ど
遠
い
、

俗
な
る
生
き
方
を
続
け
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
「
私
」
は
「
信
仰
も
起
こ
」
ら
な
い

ま
ま
、
「
支
教
会
」
の
中
で
、
俗
な
る
も
の
と
し
て
、
「
い
っ
こ
う
に
足
が
抜
け

な
く
」
な
っ
て
、
「
教
会
の
雑
用
係
り
と
し
て
、
と
う
と
う
根
を
す
え
て
し
ま
」

う
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
。 

 

三
． 

落
語
的
な
ド
ン
デ
ン
返
し
に
揺
ら
ぐ
世
界 

 

そ
の
よ
う
な
「
Ｎ
市
の
支
教
会
」
に
、
古
く
な
っ
た
「
説
教
所
」
の
増
築
問
題

が
持
ち
上
が
る
。
「
主
任
」
は
「
商
才
」
を
大
い
に
発
揮
し
て
、
「
十
日
ば
か
り

の
あ
い
だ
に
五
千
円
も
」
、
「
信
者
」
か
ら
「
寄
付
金
」
を
集
め
て
し
ま
う
。 

「
主
任
」
は
、
「
信
者
第
一
の
金
満
家
、
市
で
も
一
流
の
商
家
の
ご
隠
居
」
を
、

「
神
様
か
ら
の
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
な
ど
と
も
っ
た
い
を
つ
け
て
、
う
ま
く
説

き
伏
せ
」
、
「
寄
付
者
の
筆
頭
と
し
て
三
千
円
」
を
収
め
さ
せ
る
。
こ
の
三
千
円

を
「
お
と
り
」
と
し
て
、
他
の
「
信
者
が
来
る
た
び
に
」
、
「
ご
奇
特
な
こ
と
で

す
。
だ
れ
だ
れ
さ
ん
は
、
も
う
こ
の
通
り
大
枚
の
寄
進
に
つ
か
れ
て
お
り
ま
す
」

と
言
い
な
が
ら
、
「
見
せ
び
ら
か
」
す
の
だ
。
か
つ
「
例
の
ま
こ
と
し
や
か
な
夢

の
お
告
げ
を
用
い
」
、
「
だ
れ
し
も
断
り
き
れ
な
く
な
」
る
よ
う
に
仕
向
け
、
「
応

分
の
寄
付
」
を
出
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
「
中
に
は
虎
の
子
の
貯
金
を
は
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た
い
て
信
仰
ぶ
り
を
見
せ
る
連
中
も
あ
」
り
、
「
み
る
み
る
寄
付
金
の
額
は
増
し

て
行
」
き
、
「
十
日
ば
か
り
の
あ
い
だ
に
五
千
円
も
集
ま
」
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
こ
に
聖
と
俗
と
の
狭
間
を
不
安
気
に
行
き
来
す
る
、
「
×
×
教
」
の
信
者
た

ち
心
の
あ
り
よ
う
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
お
と
り
」
の
現
金
を
見
せ
ら
れ
て
、
「
寄

付
金
」
を
収
め
る
こ
と
を
「
断
り
き
れ
な
く
な
る
」
心
情
は
俗
で
あ
る
が
、
寄
進

す
る
心
に
、
聖
な
る
心
が
、
若
干
に
せ
よ
、
含
ま
れ
て
い
る
信
者
も
い
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
な
に
し
ろ
、
「
ま
こ
と
し
や
か
な
夢
の
お
告
げ
」
を
本
当
に
信

じ
、
寄
進
し
て
い
る
信
者
が
い
な
い
と
も
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
聖
な
る
心
の
中
に
も
、
「
信
仰
ぶ
り
を
見
せ
る
」
、
と
い
う
信
仰
心
を

競
う
心
が
忍
び
込
む
。
聖
な
る
心
に
よ
る
聖
な
る
信
仰
と
、
俗
な
る
心
に
よ
る
俗

な
る
信
仰
の
狭
間
に
、
信
者
た
ち
の
心
の
あ
り
よ
う
が
窺
え
る
。 

 

前
節
後
半
で
触
れ
た
「
主
任
」
や
「
私
」
、
そ
し
て
「
×
×
教
」
の
信
者
た
ち

の
心
の
あ
り
よ
う
は
、
聖
な
る
も
の
と
俗
な
る
も
の
の
狭
間
で
揺
れ
動
く
。
平
常

心
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
近
代
的
な
市
民
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
「
Ｎ
市
の

支
教
会
」
の
面
々
は
、
極
め
て
非
常
識
な
世
界
の
住
人
と
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
世
界
の
住
人
の
あ
り
よ
う
は
、
聖
か
と
思
え
ば
俗
、
俗
か
と
思
え
ば
聖
、
乱
歩

の
言
う
落
語
と
近
似
す
る
「
ド
ン
デ
ン
返
し
」
の
繰
り
返
し
の
様
相
を
帯
び
て
い

る
。
は
る
か
後
年
、
故
立
川
談
志
は
落
語
を
定
義
し
て
、
「
落
語
と
は
人
間
の
業

の
肯
定
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。 

 

極
論
す
り
ゃ
あ
形
式
な
ん
ざ
ぁ
何
で
も
い
い
の
だ
。 

大
体
演
者
と
観
客
に
共
通
点
が
あ
り
ゃ
あ
い
い
。
ま
た
は
演
者
が
観
客
を
己

の
力
量
で
、
己
の
世
界
に
引
き
ず
り
込
め
ば
そ
れ
で
い
い
。
華
麗
に
語
ろ
う

が
、
ト
ツ

く
と
喋
ろ
う
が
、
高
い
声
を
出
そ
う
が
、
低
く
し
よ
う
が
、
唸

ろ
う
が
、
何
で
も
い
い
ん
だ
。
客
を
夢
心
地
に
し
て
く
れ
り
ゃ
あ
い
い
。
た

だ
夢
心
地
に
な
る
方
法
が
い
ろ

く
違
う
だ
け
で
あ
る
。 

た
だ
し
我
立
川
流
家
元
は
、
そ
の
夢
心
地
に
入
れ
る
要
素
と
い
う
か
、
別

の
注
文
と
で
も
い
う
か
、
そ
の
中
に
「
人
間
の
業
」
と
い
う
世
に
い
う
非
常

識
の
世
界
の
肯
定
を
す
る
と
こ
ろ
に
落
語
の
妙
が
あ
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。 

徳
川
三
百
年
、
そ
し
て
そ
れ
を
心
情
的
に
ど
こ
か
で
引
き
ず
っ
て
い
た
明

治
、
大
正
、
昭
和
の
初
期
ま
で
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
文
化
に
さ
ほ
ど
の
変

化
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
た
と
え
あ
っ
て
も
鎖
国
さ
れ
て
た
日
本
の
中
で
の
事

柄
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
安
定
し
て
い
た
日
本
人
、
し
か
し
安
定
な
ん
ざ
ぁ

し
ょ
せ
ん
人
間
が
作
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
上
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
こ
か
に
当

然
無
理
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
落
語
は
突
っ
つ
き
、
笑
い
に
し
て
き
た
歴
史
が

あ
る
。
（
注
二
） 

  

「
極
論
す
り
ゃ
あ
形
式
な
ん
ざ
ぁ
何
で
も
い
い
」
、
「
大
体
演
者
と
観
客
に
共

通
点
が
あ
り
ゃ
あ
い
い
」
と
い
う
視
点
は
、
「
×
×
教
」
側
の
「
主
任
」
と
信
者

た
ち
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
こ
の
場
合
の
「
共
通
点
」
は
「
宗
旨
」
で
あ

る
。 「

演
者
が
観
客
を
己
の
力
量
で
、
己
の
世
界
に
引
き
ず
り
込
め
ば
そ
れ
で
い
い
」

と
い
う
視
点
も
、
同
じ
く
当
て
は
ま
る
。
「
主
任
」
は
信
者
た
ち
を
、
「
己
の
力

量
で
、
己
の
世
界
に
引
き
ず
り
込
」
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
。 

恐
ろ
し
い
の
は
、
次
の
件
の
視
点
で
あ
る
。
「
華
麗
に
語
ろ
う
が
、
ト
ツ

く
と

喋
ろ
う
が
、
高
い
声
を
出
そ
う
が
、
低
く
し
よ
う
が
、
唸
ろ
う
が
、
何
で
も
い
い

ん
だ
。
客
を
夢
心
地
に
し
て
く
れ
り
ゃ
あ
い
い
。
た
だ
夢
心
地
に
な
る
方
法
が
い

ろ

く
違
う
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
視
点
。
信
者
を
「
お
と
り
」
で
釣
っ
て
、
「
虎

の
子
の
貯
金
を
は
た
」
か
せ
よ
う
が
、
信
仰
心
を
競
わ
せ
よ
う
が
、
「
何
で
も
い

い
」
。
「
夢
心
地
に
し
て
く
れ
り
ゃ
あ
い
い
。
た
だ
夢
心
地
に
な
る
方
法
が
い
ろ

く
違
う
だ
け
で
あ
る
」
と
、
「
主
任
」
の
行
動
の
原
理
を
読
み
解
く
こ
と
が
、

先
の
視
点
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
と
な
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
一
般
社
会

か
ら
見
れ
ば
、
と
ん
で
も
な
い
非
常
識
か
つ
反
社
会
的
な
視
点
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
非
常
識
か
つ
反
社
会
的
な
視
点
を
持
つ
こ
と
を
可
能
と
す
る
の
が
、

「
夢
心
地
に
入
れ
る
要
素
」
、
す
な
わ
ち
「
『
人
間
の
業
』
と
い
う
世
に
い
う
非

常
識
の
世
界
の
肯
定
」
な
の
だ
。
そ
の
肯
定
の
背
後
に
は
、
「
安
定
な
ん
ざ
ぁ
し

ょ
せ
ん
人
間
が
作
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
上
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
こ
か
に
当
然
無
理

が
生
じ
る
」
と
い
う
、
人
間
世
界
へ
の
透
徹
し
切
っ
た
認
識
の
あ
り
よ
う
が
あ
る

の
だ
。
そ
の
認
識
の
あ
り
よ
う
を
「
落
語
は
突
っ
つ
き
、
笑
い
に
」
昇
華
し
て
い

る
と
、
立
川
談
志
は
説
い
て
い
る
。 

乱
歩
が
、
「
ド
ン
デ
ン
返
し
」
と
「
『
落
ち
』
の
あ
る
点
」
に
、
探
偵
小
説
と

落
語
の
近
似
を
見
る
の
は
、
読
者
が
立
川
談
志
の
視
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

至
極
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
乱
歩
は
、
極
め
て
正
確

に
落
語
の
本
質
を
理
解
し
て
い
た
と
言
え
る
。 

た
だ
し
、
乱
歩
が
書
い
た
の
は
探
偵
小
説
で
あ
り
、
突
っ
つ
く
対
象
は
落
語
と

共
通
で
あ
っ
て
も
、
「
笑
い
」
だ
け
に
は
昇
華
し
な
い
。
「
笑
い
」
と
「
不
安
」
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と
は
紙
一
重
。
精
神
の
安
定
を
失
う
瞬
間
に
生
じ
る
点
で
、
一
緒
で
あ
る
。
探
偵

小
説
「
盗
難
」
の
、
落
語
的
な
世
界
に
、
「
不
安
」
が
忍
び
込
む
こ
と
に
な
る
。 

 
四
． 
犯
行
を
予
告
す
る
、
間
抜
け
な
泥
棒
？ 

 

「
あ
る
日
」
、
「
主
任
」
の
も
と
へ
「
実
に
妙
な
手
紙
が
舞
い
込
」
む
。
「
泥

棒
の
予
告
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
面
は
以
下
の
通
り
。 

 

「
今
夜
十
二
時
の
時
計
を
合
図
に
貴
殿
の
手
も
と
に
集
ま
っ
て
い
る
寄
付
金

を
頂
戴
に
推
参
す
る
。
ご
用
心
を
願
う
」 

  

「
私
」
は
「
ず
い
ぶ
ん
酔
狂
な
や
つ
」
と
思
う
が
、
「
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、

ば
か
ば
か
し
い
よ
う
な
こ
と
」
で
は
あ
る
が
、
「
青
く
な
」
る
。
「
主
任
」
は
、

「
寄
付
金
は
全
部
現
金
で
金
庫
に
入
れ
て
」
お
き
、
そ
れ
を
「
寄
付
金
」
を
出
さ

せ
る
た
め
の
「
お
と
り
」
と
し
て
、
信
者
た
ち
に
「
見
せ
び
ら
か
し
て
い
る
」
の

で
、
「
悪
い
や
つ
の
耳
に
は
い
っ
て
い
な
い
と
も
限
」
ら
な
い
か
ら
だ
。
「
私
」

は
、
「
こ
ん
な
わ
ざ
わ
ざ
用
心
さ
せ
る
よ
う
な
手
紙
を
出
す
泥
棒
が
あ
る
は
ず
は

な
い
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
不
安
を
払
拭
で
き
な
い
。 

「
主
任
」
は
手
紙
を
「
い
た
ず
ら
」
と
決
め
つ
け
、
「
平
気
で
い
」
る
。
「
私
」

は
、
「
主
任
」
を
説
き
伏
せ
、
警
察
へ
届
け
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
。
警
察
へ
向

か
う
途
中
、
「
私
」
は
、
「
四
、
五
日
前
に
戸
籍
調
べ
に
き
て
顔
を
見
覚
え
て
い

る
警
官
」
に
出
会
い
、
「
一
部
始
終
を
話
」
す
。
警
官
は
、
「
私
の
話
を
聞
く
と
、

い
き
な
り
笑
い
出
」
し
、
「
お
い
お
い
、
君
は
世
の
な
か
に
そ
ん
な
間
抜
け
な
泥

棒
が
あ
る
と
思
う
の
か
。
ワ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
、
一
杯
か
つ
が
れ
た
の
だ
よ
、
一
杯
」

と
言
う
。 

予
告
す
る
「
泥
棒
」
は
「
間
抜
け
」
。
至
極
常
識
的
な
反
応
を
す
る
警
官
に
、

「
私
」
は
「
押
し
て
」
不
安
を
訴
え
る
。
警
官
は
、
予
告
さ
れ
た
時
分
に
「
一
度

行
っ
て
み
て
上
げ
よ
う
」
と
、
約
束
し
て
く
れ
た
。 

 

現
在
の
読
者
は
、
「
盗
難
」
の
犯
行
を
予
告
す
る
泥
棒
か
ら
、
「
盗
難
」
執
筆

の
ほ
ぼ
十
年
後
、
昭
和
十
一
年
に
乱
歩
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
、
犯
行
を
予
告
す

る
稀
代
の
怪
盗
を
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
怪
人
二
十
面
相
で
あ
る
。
二
十
面
相
の

最
初
の
犯
行
の
予
告
状
（
注
三
①
）
は
、
以
下
の
通
り
。 

 

「
余
が
如
何
な
る
人
物
で
あ
る
か
は
、
貴
下
も
新
聞
紙
上
に
て
ご
承
知
で
あ

ろ
う
。 

貴
下
は
、
嘗
て
ロ
マ
ノ
フ
王
家
の
宝
冠
を
飾
り
し
大
金
剛
石
六
顆
を
、
貴
家

の
家
宝
と
し
て
、
珍
蔵
せ
ら
れ
る
と
確
聞
す
る
。 

余
は
こ
の
度
、
右
六
顆
の
金
剛
石
を
、
貴
下
よ
り
無
償
に
て
譲
り
受
け
る
決

心
を
し
た
。
近
日
中
に
頂
戴
に
参
上
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。 

正
確
な
日
時
は
追
っ
て
御
通
知
す
る
。 

随
分
御
用
心
な
さ
る
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
」 

と
い
う
の
で
、
終
わ
り
に
「
二
十
面
相
」
と
署
名
し
て
あ
り
ま
し
た
。 

  

文
面
は
物
々
し
い
が
、
「
盗
難
」
の
犯
行
の
予
告
状
と
同
一
の
趣
旨
で
書
か
れ

て
い
る
。
異
な
る
の
は
、
作
中
人
物
た
ち
の
予
告
状
へ
の
反
応
だ
け
だ
。 

「
盗
難
」
に
関
し
て
は
、
先
に
引
い
た
通
り
、
「
ず
い
ぶ
ん
酔
狂
な
や
つ
」
、

「
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
ば
か
ば
か
し
い
」
、
「
こ
ん
な
わ
ざ
わ
ざ
用
心
さ
せ
る

よ
う
な
手
紙
を
出
す
泥
棒
が
あ
る
は
ず
は
な
い
」
、
「
い
た
ず
ら
」
、
「
間
抜
け

な
泥
棒
」
と
い
っ
た
、
予
告
状
を
出
し
て
き
た
泥
棒
に
対
す
る
侮
り
と
嘲
笑
で
あ

っ
た
。 

 

一
方
、
二
十
面
相
に
関
し
て
の
作
中
人
物
た
ち
の
反
応
は
ど
う
か
。 

 

そ
の
頃
、
東
京
中
の
町
と
い
う
町
、
家
と
い
う
家
で
は
、
二
人
以
上
の
人

が
顔
を
合
わ
せ
さ
え
す
れ
ば
、
ま
る
で
お
天
気
の
挨
拶
で
も
す
る
よ
う
に
、

怪
人
「
二
十
面
相
」
の
噂
を
し
て
い
ま
し
た
。 

  

二
十
面
相
は
、
な
ぜ
噂
を
さ
れ
て
い
た
の
か
。 

 

東
京
中
の
人
が
、
「
二
十
面
相
」
の
噂
ば
か
り
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、

実
は
怖
く
て
仕
方
が
な
い
か
ら
で
す
。 

殊
に
、
日
本
に
幾
つ
と
い
う
貴
重
な
品
物
を
持
っ
て
い
る
富
豪
な
ど
は
、

震
え
上
が
っ
て
怖
が
っ
て
い
ま
し
た
。
今
ま
で
の
様
子
で
見
ま
す
と
、
い
く

ら
警
察
へ
頼
ん
で
も
、
防
ぎ
よ
う
の
な
い
、
恐
ろ
し
い
賊
な
の
で
す
か
ら
。 

－ 28 －



加田：怪人二十面相が盗んだもの ― 江戸川乱歩「盗難」を巡って ― 

  

「
盗
難
」
の
泥
棒
と
は
異
な
り
、
二
十
面
相
は
「
実
は
怖
く
て
仕
方
が
な
い
」

と
「
東
京
中
の
町
と
い
う
町
、
家
と
い
う
家
」
で
噂
さ
れ
る
賊
、
「
警
察
へ
頼
ん

で
も
、
防
ぎ
よ
う
の
な
い
、
恐
ろ
し
い
賊
」
だ
と
、
作
中
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
反

応
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
反
応
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。 

「
盗
難
」
執
筆
時
、
探
偵
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
自
体
が
い
ま
だ
黎
明
期
で
あ

り
、
市
民
権
を
得
て
い
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
時
期
で
あ
っ
た
。
『
怪
人
二
十

面
相
』
が
執
筆
さ
れ
た
昭
和
十
一
年
と
は
雲
泥
の
差
で
、
一
般
社
会
の
探
偵
小
説

へ
の
理
解
が
十
分
と
は
言
え
な
い
時
期
で
あ
っ
た
。 

予
告
す
る
泥
棒
と
い
う
作
中
人
物
を
、
大
正
十
四
年
の
一
般
社
会
に
生
き
る
大

人
た
ち
が
見
れ
ば
、
「
盗
難
」
の
作
中
人
物
た
ち
と
同
様
に
、
「
ず
い
ぶ
ん
酔
狂

な
や
つ
」
、
「
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
ば
か
ば
か
し
い
」
、
「
こ
ん
な
わ
ざ
わ
ざ

用
心
さ
せ
る
よ
う
な
手
紙
を
出
す
泥
棒
が
あ
る
は
ず
は
な
い
」
、
「
間
抜
け
な
泥

棒
」
と
受
け
取
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
、
乱
歩
が
感
じ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
大
正
十
四
年
当
時
の
大
人
た
ち
の
侮
り
、
嘲
笑
を
十
分
に
予
想
し
、
そ

れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
乱
歩
は
「
ド
ン
デ
ン
返
し
」
を
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
の

だ
。 

 

昭
和
十
一
年
、
乱
歩
に
と
っ
て
初
め
て
の
少
年
小
説
で
あ
る
『
怪
人
二
十
面
相
』

を
執
筆
し
た
際
の
気
持
ち
を
、
乱
歩
自
身
は
以
下
の
よ
う
に
回
想
（
注
四
）
し
て

い
る
。 

 

こ
の
年
の
正
月
号
か
ら
、
と
い
え
ば
前
年
の
秋
ご
ろ
か
ら
話
が
き
ま
っ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
風
の
ふ
き
ま
わ
し
か
、
私
は
少
年
も
の
を

書
い
て
見
る
気
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
、
私
の
娯
楽
雑
誌
に
書
く
大
人
も
の

は
、
筋
も
子
供
っ
ぽ
い
し
、
文
章
も
や
さ
し
い
も
の
が
多
か
っ
た
か
ら
、
少

年
倶
楽
部
の
編
集
者
が
、
こ
の
人
は
き
っ
と
子
供
も
の
に
向
く
だ
ろ
う
と
狙

い
を
つ
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
前
々
か
ら
依
頼
は
受
け
て
い
た
け
れ
ど
、

そ
れ
ほ
ど
熱
烈
な
依
頼
で
も
な
か
っ
た
の
で
、
私
も
そ
れ
ほ
ど
本
気
に
な
れ

な
い
で
い
た
の
だ
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
、
私
の
方
で
も
、
ど
う
せ
大
人

の
雑
誌
に
子
供
っ
ぽ
い
も
の
を
書
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
少
年
雑
誌
に
書
い

た
っ
て
同
じ
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

「
私
の
娯
楽
雑
誌
に
書
く
大
人
も
の
は
、
筋
も
子
供
っ
ぽ
い
し
、
文
章
も
や
さ

し
い
も
の
が
多
か
っ
た
」
と
い
う
自
己
評
価
が
、
「
ど
う
せ
大
人
の
雑
誌
に
子
供

っ
ぽ
い
も
の
を
書
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
少
年
雑
誌
に
書
い
た
っ
て
同
じ
こ
と
じ

ゃ
な
い
か
」
と
、
執
筆
ジ
ャ
ン
ル
の
転
換
へ
つ
な
が
る
思
考
の
持
ち
主
の
乱
歩
で

あ
る
。 

大
人
も
の
で
あ
っ
た
「
盗
難
」
を
、
少
年
も
の
・
子
供
も
の
に
変
換
す
る
こ
と

も
、
乱
歩
の
思
考
の
流
れ
に
と
っ
て
は
、
何
ら
の
障
壁
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
当
時
の
乱
歩
の
気
分
は
、
立
川
談
志
流
に
言
え
ば
、
「
華
麗
に
語
ろ
う
が
、

ト
ツ

く
と
喋
ろ
う
が
、
高
い
声
を
出
そ
う
が
、
低
く
し
よ
う
が
、
唸
ろ
う
が
、

何
で
も
い
い
ん
だ
。
客
を
夢
心
地
に
し
て
く
れ
り
ゃ
あ
い
い
。
た
だ
夢
心
地
に
な

る
方
法
が
い
ろ

く
違
う
だ
け
で
あ
る
」
と
な
ろ
う
。 

ま
た
、
昭
和
十
一
年
当
時
の
読
者
が
探
偵
小
説
に
理
解
を
深
め
て
い
た
こ
と
は
、

二
十
面
相
が
作
中
人
物
へ
不
安
と
恐
怖
を
与
え
る
と
描
写
す
る
こ
と
を
、
極
め
て

自
然
に
、
可
能
に
し
て
い
た
と
言
え
る
。
す
で
に
乱
歩
が
数
多
く
執
筆
し
て
い
た

「
大
人
も
の
」
に
、
「
ド
ン
デ
ン
返
し
」
の
手
法
が
数
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

て
、
大
人
に
も
子
供
に
も
お
馴
染
み
で
あ
っ
た
の
だ
。
次
に
挙
げ
る
「
少
年
倶
楽

部
」
の
「
誌
友
ク
ラ
ブ
」
に
寄
せ
ら
れ
た
、
少
年
読
者
の
声
（
注
三
②
）
は
、
そ

の
こ
と
の
明
白
な
証
拠
で
あ
る
。 

 

「
三
月
号
か
ら
小
林
少
年
が
出
陣
し
ま
し
た
ね
。
僕
は
前
に
小
林
少
年
が
活

躍
し
た
『
人
間
豹
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
彼
が
ど
ん
な
人
だ

か
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
き
っ
と
き
っ
と
大
手
柄
を
立
て
る
に
違
い
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
四
月
号
が
待
ち
遠
し
い
」
（
京
都
市 

広
瀬
通
男
） 

  

『
少
年
倶
楽
部
』
の
読
者
が
、
乱
歩
の
「
大
人
も
の
」
で
あ
る
『
人
間
豹
』
を

す
で
に
読
ん
で
い
て
、
「
子
供
も
の
」
初
登
場
の
「
小
林
少
年
」
を
「
ど
ん
な
人

だ
か
よ
く
知
っ
て
」
い
る
状
況
。
初
期
の
作
品
や
一
部
の
作
品
を
除
き
、
当
時
人

口
に
膾
炙
し
て
い
た
乱
歩
の
「
大
人
も
の
」
の
多
く
は
、
ス
リ
ラ
ー
も
の
で
あ
り
、

エ
ロ
・
グ
ロ
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
少
年
読
者
と
思
わ
れ
る
「
広
瀬
通
男
」

が
、
『
人
間
豹
』
を
挙
げ
て
い
る
の
に
驚
く
が
、
そ
の
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
そ
の
ま

ま
掲
載
し
て
し
ま
っ
た
『
少
年
倶
楽
部
』
の
編
集
部
に
は
さ
ら
に
驚
き
で
あ
る
。

少
年
読
者
た
ち
に
は
、
乱
歩
の
「
大
人
も
の
」
は
大
変
に
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
っ

た
は
ず
だ
。
乱
歩
は
、
そ
の
時
代
状
況
を
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
『
怪
人
二
十
面
相
』
を
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
書
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
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だ
。 

 

そ
の
頃
、
東
京
中
の
町
と
い
う
町
、
家
と
い
う
家
で
は
、
二
人
以
上
の
人

が
顔
を
合
わ
せ
さ
え
す
れ
ば
、
ま
る
で
お
天
気
の
挨
拶
で
も
す
る
よ
う
に
、

怪
人
「
二
十
面
相
」
の
噂
を
し
て
い
ま
し
た
。 

東
京
中
の
人
が
、
「
二
十
面
相
」
の
噂
ば
か
り
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、

実
は
怖
く
て
仕
方
が
な
い
か
ら
で
す
。 

  

か
く
し
て
、
二
十
面
相
の
犯
行
予
告
状
は
、
恐
怖
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
盗
難
」
と
い
う
小
説
の
賊
の
犯
行
予
告
は
、
『
怪
人
二
十
面
相
』
と
い
う
小
説

の
二
十
面
相
の
犯
行
予
告
の
原
型
と
指
摘
で
き
る
。 

し
か
し
、
筆
者
が
本
当
に
問
題
に
し
た
い
の
は
、
「
『
人
間
の
業
』
と
い
う
世

に
い
う
非
常
識
の
世
界
の
肯
定
」
が
、
乱
歩
の
少
年
も
の
・
子
供
も
の
で
、
大
人

も
の
よ
り
も
、
よ
り
鮮
明
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
盗
難
」
の
泥
棒
は
決
し

て
、
侮
っ
た
り
、
嘲
笑
し
て
は
な
ら
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
後
の
二
十
面
相
を
先

取
り
す
る
手
口
を
使
っ
て
、
「
ド
ン
デ
ン
返
し
」
を
い
く
度
も
行
い
、
作
中
人
物

た
ち
の
み
な
ら
ず
、
読
者
を
も
見
事
に
煙
に
巻
く
人
物
で
あ
っ
た
。 

次
節
で
は
、
両
小
説
に
共
通
す
る
犯
行
手
口
を
検
証
す
る
。 

 

五
． 

変
装
に
よ
る
犯
行
の
手
口
が
も
た
ら
す
「
悪
」 

― 

怪
人
二
十
面
相
が
盗
ん
だ
も
の 

― 

  

犯
行
の
予
告
に
あ
る
十
二
時
近
く
に
な
る
と
、
約
束
通
り
、
「
昼
間
の
警
官
」

は
や
っ
て
く
る
。
「
奥
の
一
間
」
の
「
床
の
間
に
置
い
て
あ
る
金
庫
」
の
前
で
、

「
主
任
と
警
官
と
私
と
三
人
が
車
座
に
な
っ
て
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
番
を
す
る
」
。

「
主
任
も
警
官
も
、
昼
間
の
手
紙
の
こ
と
な
ん
か
て
ん
で
問
題
に
し
て
い
な
い
」
。

十
二
時
半
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
警
官
」
が
「
で
、
金
は
た
し
か
に
そ
の
中
に

は
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
ね
」
と
言
い
出
す
。
「
私
」
が
、
「
中
の
札
束
を
取
り

出
し
て
見
せ
」
る
と
、
「
警
官
」
が
「
な
る
ほ
ど
、
そ
こ
で
す
っ
か
り
安
心
し
て

し
ま
っ
た
わ
け
だ
ね
」
と
、
「
い
や
な
言
い
方
で
」
言
い
、
「
意
味
あ
り
げ
に
ニ

ヤ
ニ
ヤ
笑
っ
て
い
る
」
の
だ
。
「
だ
が
、
泥
棒
の
方
に
は
ど
ん
な
手
段
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
の
だ
。
君
は
こ
の
通
り
金
が
あ
る
か
ら
大
丈
夫
だ
と
思
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
」
「
も
う
と
っ
く
に
泥
棒
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
よ
」
と
、
「
警
官
」
は
「
札
束
を
手
に
取
り
な
が
ら
」
、
さ
ら
に
言
葉
を
重

ね
る
。
「
私
は
思
わ
ず
ゾ
ッ
と
身
震
い
を
し
」
、
「
こ
う
な
ん
と
も
え
た
い
の
知

れ
な
い
凄
い
気
持
」
に
な
る
。
三
人
は
、
「
何
十
秒
か
の
あ
い
だ
」
、
「
物
も
い

わ
な
い
で
じ
っ
と
し
て
い
」
た
。
「
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
、
わ
か
っ
た
ね
。
じ
ゃ
、
こ
れ

で
失
敬
す
る
よ
」
と
、
「
突
然
、
警
官
は
」
「
立
ち
上
が
り
」
、
片
手
に
札
束
、

片
手
に
ピ
ス
ト
ル
を
構
え
、
そ
の
ま
ま
部
屋
の
そ
と
へ
出
」
て
い
っ
て
し
ま
う
。

「
警
官
」
は
泥
棒
で
あ
っ
た
の
だ
（
注
五
）
。
警
官
と
い
う
社
会
正
義
の
味
方
が
、

一
転
し
て
反
社
会
の
走
狗
で
あ
る
泥
棒
へ
と
そ
の
役
割
を
反
転
す
る
。
乱
歩
の
言

う
「
ド
ン
デ
ン
返
し
」
が
行
わ
れ
た
の
だ
。
こ
こ
で
談
志
の
言
葉
を
思
い
出
そ
う
。 

 

と
り
あ
え
ず
安
定
し
て
い
た
日
本
人
、
し
か
し
安
定
な
ん
ざ
ぁ
し
ょ
せ
ん

人
間
が
作
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
上
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
こ
か
に
当
然
無
理
が

生
じ
る
。
そ
れ
を
落
語
は
突
っ
つ
き
、
笑
い
に
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。 

 

こ
の
談
志
の
言
葉
の
中
の
「
落
語
」
を
「
探
偵
小
説
」
と
置
き
換
え
れ
ば
、
「
盗

難
」
と
い
う
小
説
に
よ
っ
て
、
読
者
が
如
何
な
る
性
質
の
不
安
に
陥
れ
ら
れ
た
の

か
、
明
瞭
に
理
解
で
き
る
。
大
正
十
四
年
当
時
の
読
者
が
、
す
で
に
大
正
十
二
年

に
起
き
た
関
東
大
震
災
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
不
安

の
性
質
が
ほ
ぼ
談
志
の
言
葉
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
了
承
で
き
る
。 

乱
歩
が
「
盗
難
」
と
い
う
探
偵
小
説
で
「
突
っ
つ
き
」
、
読
者
に
生
じ
さ
せ
た

不
安
の
正
体
は
、
「
と
り
あ
え
ず
安
定
し
て
い
た
日
本
人
」
で
あ
る
読
者
が
、
そ

の
「
安
定
」
が
「
し
ょ
せ
ん
人
間
が
作
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
上
」
の
も
の
で
あ
り
、

「
ど
こ
か
に
当
然
無
理
が
生
じ
る
」
と
い
う
道
理
を
、
読
者
自
身
が
明
瞭
に
意
識

す
る
こ
と
へ
の
不
安
で
あ
る
。 

ま
た
い
つ
の
日
か
、
関
東
大
震
災
の
よ
う
に
、
人
間
が
予
測
も
で
き
な
い
災
い

が
、
き
っ
と
訪
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
大
変
に
不
安
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
人
間
は
、
「
と
り
あ
え
ず
」
の
「
安
定
」
を
得
な
く
て
は
、
生
き
て
は
い
け
な

い
。
深
刻
な
不
安
を
抱
え
た
ま
ま
、
生
き
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
常

を
崩
壊
さ
せ
、
価
値
観
を
喪
失
さ
せ
る
事
態
を
招
来
し
、
「
人
間
が
作
っ
た
シ
ス
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テ
ム
」
の
「
無
理
」
を
思
い
知
ら
せ
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
、
「
盗
難
」
の
泥
棒
の

行
っ
た
行
為
な
の
だ
。 

こ
の
変
装
に
よ
る
犯
罪
と
言
う
手
口
は
、
後
に
、
二
十
面
相
の
お
家
芸
と
し
て

昇
華
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
十
面
相
の
デ
ビ
ュ
ー
作
『
怪
人
二
十
面
相
』
に
お

け
る
、
二
十
面
相
の
最
初
の
事
件
も
、
「
盗
難
」
の
泥
棒
の
手
口
を
、
そ
の
ま
ま

流
用
し
て
い
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
二
十
面
相
は
、
犯
行
の
予
告
状
を
送

り
付
け
た
先
の
家
族
に
変
装
し
、
家
族
の
安
心
を
「
突
っ
つ
き
」
、
犯
行
を
成
功

さ
せ
る
の
だ
。 

 

羽
柴
家
に
は
、
今
、
非
常
な
喜
び
と
、
非
常
な
恐
怖
と
が
、
織
り
ま
ざ
る

よ
う
に
し
て
、
襲
い
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。 

喜
び
と
い
う
の
は
、
今
か
ら
十
年
以
上
前
家
出
し
た
、
長
男
の
壮
一
君
が
、

南
洋
ボ
ル
ネ
オ
島
か
ら
、
お
父
さ
ん
に
お
詫
び
す
る
為
に
日
本
へ
帰
っ
て
来

る
こ
と
で
し
た
。 

壮
一
君
は
生
来
の
冒
険
児
で
、
中
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
学
友
と
二
人
で
、

南
洋
の
新
天
地
に
渡
航
し
、
何
か
壮
快
な
事
業
を
起
し
た
い
と
願
っ
た
の
で

す
が
、
父
の
壮
太
郎
氏
は
、
頑
と
し
て
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
、
と
う

と
う
無
断
で
家
を
飛
び
出
し
、
小
さ
な
帆
船
に
便
乗
し
て
、
南
洋
に
渡
っ
た

の
で
し
た
。 

そ
れ
か
ら
十
年
間
、
壮
一
君
か
ら
は
全
く
何
の
便
り
も
な
く
、
行
方
さ
え

分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
つ
い
三
箇
月
程
前
、
突
然
ボ
ル
ネ
オ
島
の
サ

ン
ダ
カ
ン
か
ら
手
紙
を
よ
こ
し
て
、
や
っ
と
一
人
前
の
男
に
な
っ
た
か
ら
、

お
父
さ
ま
に
お
詫
び
に
帰
り
た
い
と
い
っ
て
来
た
の
で
す
。 

 

「
壮
一
君
」
こ
そ
、
二
十
面
相
で
あ
る
。
二
十
面
相
は
、
「
盗
難
」
の
警
官
に

化
け
た
泥
棒
と
同
じ
く
、
頼
も
し
い
息
子
に
化
け
て
、
羽
柴
家
の
警
戒
に
当
主
壮

太
郎
氏
と
あ
た
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
葉
巧
み
に
不
安
を
煽
っ
て
、
壮
太
郎

氏
に
自
ら
「
小
函
」
を
開
け
さ
せ
て
、
「
由
緒
深
い
二
十
万
円
の
金
剛
石
」
を
奪

う
。
そ
こ
で
、
壮
太
郎
氏
を
楽
し
げ
に
揶
揄
う
の
だ
。 

 

「
そ
う
で
す
。
あ
な
た
か
僕
の
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
」 

壮
一
君
の
薄
笑
が
だ
ん
だ
ん
は
っ
き
り
し
て
、
ニ
コ
ニ
コ
と
笑
い
始
め
た

の
で
す
。 

「
オ
イ
、
壮
一
、
お
前
何
を
笑
っ
て
い
る
の
だ
。
何
が
お
か
し
い
の
だ
」 

壮
太
郎
氏
は
ハ
ッ
と
し
た
よ
う
に
、
顔
色
を
変
え
て
怒
鳴
り
ま
し
た
。 

「
僕
は
賊
の
手
並
に
感
心
し
て
い
る
の
で
す
よ
。
彼
は
や
っ
ぱ
り
偉
い
で
す

な
ぁ
。
ち
ゃ
ん
と
約
束
を
守
っ
た
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
十
重
二
十
重
の
警

戒
を
物
の
見
事
に
突
破
し
た
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」 

  

二
十
面
相
は
正
体
を
名
乗
り
、
壮
太
郎
氏
に
と
く
と
く
と
「
種
明
し
」
を
す
る
。 

 

「
僕
は
壮
一
君
の
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
探
り
出
し
ま
し
た
。
同

君
の
家
出
以
前
の
写
真
も
手
に
入
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
十
年
の
間
に
壮
一

君
が
ど
ん
な
顔
に
変
わ
る
か
と
い
う
こ
と
を
想
像
し
て
、
マ
ア
、
こ
ん
な
顔

を
作
り
上
げ
た
の
で
す
」 

彼
は
そ
う
い
っ
て
、
自
分
の
頬
を
ピ
タ
ピ
タ
と
叩
い
て
見
せ
ま
し
た
。 

「
で
す
か
ら
、
あ
の
写
真
は
、
外
で
も
な
い
、
こ
の
僕
の
写
真
な
ん
で
す
。

手
紙
も
僕
が
書
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ボ
ル
ネ
オ
島
に
い
る
僕
の
友
達
に
、

あ
の
手
紙
と
写
真
を
送
っ
て
、
そ
こ
か
ら
あ
な
た
宛
に
郵
送
さ
せ
た
わ
け
で

す
よ
。
お
気
の
毒
で
す
が
、
壮
一
君
は
い
ま
だ
に
行
方
不
明
な
の
で
す
。
ボ

ル
ネ
オ
島
な
ん
か
に
い
や
し
な
い
の
で
す
。
あ
れ
は
す
っ
か
り
、
始
め
か
ら

し
ま
い
ま
で
、
こ
の
二
十
面
相
の
仕
組
ん
だ
お
芝
居
で
す
よ
」 

羽
柴
一
家
の
人
々
は
、
お
父
さ
ま
も
お
母
さ
ま
も
、
懐
か
し
い
長
男
が
帰

っ
た
と
い
う
喜
び
に
と
り
の
ぼ
せ
て
、
そ
こ
に
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
カ
ラ
ク
リ

が
あ
ろ
う
と
は
、
全
く
思
い
も
及
ば
な
か
っ
た
の
で
し
た
。 

  

「
羽
柴
一
家
」
は
、
放
蕩
息
子
の
帰
還
に
「
喜
び
」
、
す
っ
か
り
と
「
と
り
の

ぼ
せ
て
」
い
た
。
か
つ
て
失
わ
れ
た
、
家
族
の
形
と
安
定
が
回
復
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
こ
そ
、
二
十
面
相
の
仕
組
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
十
面
相
は
壮
一

君
に
成
り
す
ま
し
、
「
と
り
の
ぼ
せ
て
」
い
る
「
羽
柴
一
家
」
の
心
理
を
「
突
っ

つ
き
」
、
犯
行
を
遂
げ
る
。
そ
し
て
、
騙
さ
れ
て
い
た
壮
太
郎
氏
と
そ
の
家
族
を
、

改
め
て
悲
し
み
の
底
に
突
き
落
と
す
の
だ
。 

「
お
気
の
毒
で
す
が
、
壮
一
君
は
い
ま
だ
に
行
方
不
明
な
の
で
す
。
ボ
ル
ネ
オ

島
な
ん
か
に
い
や
し
な
い
の
で
す
」
と
い
う
二
十
面
相
の
言
葉
は
、
家
族
の
喜
び

を
無
と
す
る
も
可
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
家
族
の
あ
り
よ
う
す
ら
弄
ぶ
と

い
う
、
稀
代
の
悪
漢
の
言
葉
だ
。
二
十
面
相
は
言
う
。
口
調
は
慇
懃
で
あ
る
が
、
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言
っ
て
い
る
こ
と
に
は
血
も
凍
る
よ
う
な
意
味
合
い
を
、
十
二
分
に
含
ま
せ
て
い

る
。 「

羽
柴
一
家
」
は
、
「
お
気
の
毒
」
で
あ
る
。
長
男
が
「
い
ま
だ
に
行
方
不
明
」

で
あ
る
か
ら
。
ま
た
そ
の
長
男
は
「
ボ
ル
ネ
オ
島
な
ん
か
に
い
や
し
な
い
」
。
況

し
て
や
、
ど
こ
へ
い
る
や
ら
、
そ
も
そ
も
、
果
た
し
て
生
き
て
い
る
や
ら
死
ん
で

し
ま
っ
た
の
や
ら
、
さ
っ
ぱ
り
と
わ
か
ら
な
い
。 

こ
れ
は
呪
い
の
言
葉
だ
。
二
十
面
相
に
よ
っ
て
、
「
羽
柴
一
家
」
の
昨
日
ま
で

の
喜
び
も
、
明
日
か
ら
の
希
望
も
、
す
っ
か
り
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。 

 

中
村
雄
二
郎
は
、
「
悪
」
に
つ
い
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
を
、
「
ず
ば
り
〈
関

係
の
解
体
〉
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
」
と
紹
介
す
る
（
注
六
）
。 

 

悪
が
悪
と
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
或
る
様
態
―
人
間
も
一
つ
の
様
態
で
あ
る
―

の
特
殊
な
観
点
か
ら
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
場
合
に
は
、
悪
と
は
な
に
か
を
、

人
間
の
観
点
か
ら
決
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
〈
関
係
の
解
体
〉

を
も
っ
て
悪
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
方
の
射
程
は
、
〈
殺
人
〉
や
〈
自
然

破
壊
〉
に
も
適
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
殺
人
が
悪
で
あ
る
の

は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
た
ち
と
原
理
的
に
一
致
し
て
い
る
同
類
の
身
体
を
侵

犯
し
、
わ
れ
わ
れ
の
生
存
が
そ
れ
に
依
拠
す
る
基
本
的
な
関
係
を
破
壊
す
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
破
壊
が
悪
で
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
生

態
系
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
秩
序
立
っ
た
諸
関
係
を
解
体
し
、

ひ
い
て
は
自
己
の
存
立
の
基
盤
を
失
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

中
村
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
を
説
明
し
な
が
ら
、
「
わ
れ
わ
れ
の
生
存
が
そ
れ

に
依
拠
す
る
基
本
的
な
関
係
を
破
壊
す
る
」
が
ゆ
え
に
、
「
殺
人
」
を
「
悪
」
で

あ
る
と
言
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
当
然
、
殺
人
の
み
な
ら
ず
、
窃
盗
、
詐
欺
な
ど

も
、
悪
で
あ
る
と
言
い
切
れ
る
。
「
盗
難
」
の
泥
棒
も
、
二
十
面
相
も
、
「
悪
」

で
あ
る
。 

「
盗
難
」
の
泥
棒
は
、
「
警
官
」
に
化
け
て
、
盗
み
を
働
い
た
。
語
り
手
で
あ

る
被
害
者
の
「
私
」
は
、
「
な
ん
と
な
く
居
心
地
が
よ
く
な
い
」
の
で
、
「
も
う

一
日
も
教
会
に
い
る
気
が
し
な
い
」
の
で
、
「
す
ぐ
暇
を
と
っ
て
出
て
し
ま
」
う

こ
と
に
な
る
。
泥
棒
は
、
「
警
官
は
社
会
正
義
の
味
方
」
と
い
う
秩
序
を
、
破
壊

し
た
の
だ
。
そ
れ
に
伴
い
、
「
私
」
の
属
し
て
い
る
社
会
の
、
「
秩
序
立
っ
た
諸

関
係
」
が
連
動
し
て
「
解
体
」
し
、
「
ひ
い
て
は
自
己
の
存
立
の
基
盤
」
、
こ
の

場
合
は
教
会
に
勤
め
る
生
活
の
基
盤
を
、
「
私
」
は
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。 隣

に
い
る
人
間
が
、
「
殺
人
」
者
や
「
泥
棒
」
か
も
し
れ
な
い
と
疑
い
な
が
ら
、

安
心
し
て
生
活
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
役
割
反
転
が
、
不
意
に
行
わ
れ
る
世
界

に
、
人
間
は
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
盗
難
」
の
泥
棒
は
教
会
か
ら
金
を

盗
ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、
「
私
」
の
「
生
存
が
そ
れ
に
依
拠
す
る
基
本
的
な
関
係

を
破
壊
」
し
、
奪
い
去
っ
た
の
だ
。 

 

二
十
面
相
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
彼
は
、
「
羽
柴
一
家
」
の
「
生
存
が
そ
れ

に
依
拠
す
る
基
本
的
な
関
係
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
家
族
、
家
族
と
い
う
「
人
間
が

作
っ
た
シ
ス
テ
ム
」
と
そ
の
「
安
定
」
を
、
「
破
壊
」
し
た
こ
と
に
な
る
。
二
十

面
相
の
犯
行
に
よ
っ
て
、
一
番
に
頼
り
と
思
っ
た
長
男
が
消
失
し
、
一
番
に
恐
れ

た
二
十
面
相
が
顕
れ
た
の
で
あ
る
。 

一
体
、
何
を
信
じ
た
ら
よ
い
の
か
。
役
割
が
次
々
と
反
転
し
た
り
、
勝
手
に
消

滅
す
る
世
界
で
生
き
て
い
る
こ
と
を
、
壮
太
郎
氏
と
そ
の
家
族
、
さ
ら
に
言
う
な

ら
ば
読
者
た
ち
は
、
手
酷
く
思
い
知
っ
た
の
だ
。
希
望
は
絶
望
へ
と
反
転
し
、
「
秩

序
立
っ
た
諸
関
係
」
は
「
解
体
し
」
、
「
ひ
い
て
は
自
己
の
存
立
の
基
盤
を
失
」

う
。
そ
の
元
凶
が
二
十
面
相
と
名
乗
る
、
「
変
装
が
飛
切
上
手
な
」
怪
盗
な
の
で

あ
る
。 

以
上
、
解
読
し
て
き
た
よ
う
に
、
犯
行
予
告
の
相
似
と
同
様
、
「
盗
難
」
と
い

う
小
説
の
賊
の
犯
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
悪
」
は
、
二
十
面
相
の
犯
行
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
悪
」
と
同
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
型
と
指
摘
で
き

る
。
そ
し
て
両
者
の
盗
ん
だ
も
の
が
、
「
生
存
が
そ
れ
に
依
拠
す
る
基
本
的
な
関

係
」
、
社
会
秩
序
と
い
う
「
人
間
が
作
っ
た
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
る
「
安
定
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
怪
人
二
十
面
相
が
盗
ん
だ
も
の
、
そ
れ
は
人
間

が
生
き
て
い
く
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る
、
人
間
同
士
の
信
頼
関
係
で
あ
っ
た
と

言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

な
お
こ
れ
以
上
、
「
盗
難
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
と
『
怪
人
二
十
面
相
』
と
い
う

テ
ク
ス
ト
を
、
具
体
的
に
読
み
解
く
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。「
盗

難
」
と
い
う
小
説
の
そ
の
後
の
物
語
は
、
語
り
手
の
「
私
」
と
「
読
者
」
と
を
、

「
警
官
」
か
「
泥
棒
」
か
、
「
加
害
者
」
か
「
被
害
者
」
か
、
「
本
物
の
金
」
か

「
偽
札
」
か
、
「
ド
ン
デ
ン
返
し
」
の
繰
り
返
し
で
翻
弄
し
、
「
私
」
も
「
読
者
」

も
宙
吊
り
で
不
安
な
心
理
状
態
に
置
か
れ
た
ま
ま
終
わ
る
。
乱
歩
自
身
に
よ
る
作

品
解
説
を
、
も
う
一
度
引
く
。 

－ 32 －



加田：怪人二十面相が盗んだもの ― 江戸川乱歩「盗難」を巡って ― 

 

ど
こ
か
落
語
を
連
想
さ
せ
る
軽
い
読
物
で
あ
る
。
私
は
昔
か
ら
、
探
偵
小
説

と
共
に
落
語
が
大
好
物
で
あ
っ
た
。
両
方
と
も
ド
ン
デ
ン
返
し
と
「
落
ち
」

の
あ
る
点
が
近
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
作
に
は
そ
の
私
の
二

つ
の
好
物
が
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

  

乱
歩
は
「
軽
い
読
物
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
本
当
は
ど
う
考
え
て
い
た

の
か
。
「
探
偵
小
説
と
共
に
落
語
が
大
好
物
」
と
告
白
し
、
「
こ
の
作
に
は
そ
の

私
の
二
つ
の
好
物
が
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
、
極
め
て
控
え

め
で
あ
る
が
、
自
信
の
ほ
ど
を
明
か
し
て
い
る
以
上
、
額
面
通
り
に
「
軽
い
読
物
」

と
捉
え
る
こ
と
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
く
際
に
は
危
険
か
も
知
れ
な
い
（
注

九
）
。 

少
な
く
と
も
、
登
場
人
物
の
役
割
反
転
と
い
う
「
ド
ン
デ
ン
返
し
」
や
、
人
間

の
業
を
肯
定
す
る
「
落
語
」
的
な
要
素
を
多
分
に
持
つ
物
語
は
、
そ
の
意
匠
は
軽

く
見
え
た
と
し
て
も
、
一
筋
縄
で
い
か
な
い
難
物
で
あ
る
。
「
二
つ
の
好
物
」
を

駆
使
し
た
乱
歩
の
初
期
の
傑
作
の
一
つ
と
し
て
、
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
確
信

す
る
。 

 

ま
た
『
怪
人
二
十
面
相
』
は
、
「
盗
難
」
を
原
型
と
し
て
い
る
の
で
、
「
盗
難
」

同
様
、
「
ド
ン
デ
ン
返
し
」
と
「
落
語
」
的
な
要
素
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
。
物

語
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
内
容
の
ほ
ぼ
同
種
の
反
復
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
先

に
述
べ
た
通
り
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
続
く
物
語
自
体
を
詳
細
に
読
み
解
く
必
要

は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。 

さ
て
前
節
末
尾
で
触
れ
た
通
り
、
「
『
人
間
の
業
』
と
い
う
世
に
い
う
非
常
識

の
世
界
の
肯
定
」
が
、
乱
歩
の
少
年
も
の
・
子
供
も
の
で
、
大
人
も
の
よ
り
も
、

よ
り
鮮
明
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
触
れ
て
お
く
。 

二
十
面
相
は
、
「
イ
ヤ
賊
自
身
で
も
、
本
当
の
顔
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
」
と
噂
さ
れ
る
人
物
だ
。 

二
十
面
相
は
そ
の
後
も
、
様
々
な
者
に
化
け
る
。
『
妖
怪
博
士
』
（
注
七
）
で

は
「
私
立
探
偵
殿
村
弘
三
」
に
、
『
奇
面
城
の
秘
密
』
で
は
警
視
庁
内
で
堂
々
「
山

本
警
視
総
監
」
に
化
け
る
。
果
て
は
、
人
間
で
は
な
い
異
形
の
者
で
あ
る
「
青
銅

の
魔
人
」
に
も
、
「
透
明
怪
人
」
に
も
、
「
宇
宙
怪
人
」
に
も
、
「
夜
行
人
間
」

に
も
化
け
、
奇
怪
極
ま
る
姿
を
少
年
探
偵
団
の
前
に
晒
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
は
、
二
十
面
相
は
「
『
人
間
の
業
』
と
い
う
世
に
い
う
非
常
識
の

世
界
」
の
住
人
と
な
っ
た
と
断
言
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
社
会
秩
序
を
破
壊
し
、
東

京
を
恐
怖
の
底
に
落
と
し
込
ん
だ
怪
盗
は
、
役
割
消
失
と
役
割
反
転
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
何
か
を
、
追
い
求
め
る
業
を
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
業
と
は
何
か
、

次
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

六
． 

常
に
未
来
に
お
か
れ
る
ア
ク
セ
ン
ト 

  

二
十
面
相
が
他
者
に
化
け
る
。
江
戸
川
乱
歩
没
後
半
世
紀
、
今
や
、
読
者
に
は

当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
国
民
的
に
も
周
知
の
こ
と

と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
化
け
る
」
と
は
一
体
、
ど

う
い
っ
た
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

前
節
の
末
尾
で
、
二
十
面
相
が
化
け
た
者
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
。
「
少
年
探
偵

シ
リ
ー
ズ
」
で
、
二
十
面
相
が
化
け
た
者
は
、
次
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。 

①
「
私
立
探
偵
殿
村
弘
三
」
や
「
山
本
警
視
総
監
」
に
代
表
さ
れ
る
、
特
定

で
き
る
個
人
に
化
け
る
ケ
ー
ス
。 

②
特
定
は
で
き
な
い
が
、
「
警
官
」
や
「
新
聞
記
者
」
等
、
そ
の
職
業
に
従

事
す
る
者
に
化
け
る
ケ
ー
ス
。 

③
「
青
銅
の
魔
人
」
や
「
透
明
怪
人
」
に
代
表
さ
れ
る
、
架
空
の
（
想
像
上

の
）
怪
人
・
怪
物
に
化
け
る
ケ
ー
ス
。 

 

①
と
②
は
、
た
と
え
動
機
は
非
常
識
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
人
間

に
化
け
る
の
で
あ
り
、
特
定
さ
れ
る
個
人
や
あ
る
職
業
従
事
者
に
化
け
て
、
読
者

が
現
実
に
存
在
す
る
日
常
世
界
へ
忍
び
込
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が

多
い
（
注
十
）
。
そ
の
際
、
「
化
け
る
」
こ
と
は
、
「
変
装
す
る
」
こ
と
だ
。 

 
③
は
、
①
と
②
と
は
、
趣
を
異
に
す
る
。
「
青
銅
の
魔
人
」
や
「
透
明
人
間
」

は
、
人
間
で
は
な
い
異
形
の
者
た
ち
だ
。
こ
の
場
合
の
「
化
け
る
」
こ
と
は
、
「
仮

装
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
「
変
装
」
と
「
仮
装
」
の
違
い
を
、
『
新
明
解
国
語
辞

典
第
五
版
』
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

【
変
装
】
―
す
る 

何
か
の
必
要
か
ら
別
人
の
ご
と
く
、
髪
・
顔
の
様
子
や
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服
装
を
改
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
改
め
た
姿
。 

 

【
仮
装
】
―
す
る 

㈠
そ
の
場
の
遊
び
と
し
て
、
奇
抜
な
扮
装
を
凝
ら
す
こ

と
。
〔
法
令
用
語
と
し
て
は
、
第
三
者
を
欺
く
た
め
の
虚
偽
の
意
思
表
示
の

意
に
用
い
ら
れ
る
〕「
―
行
列
・
―
舞
踏
会 

㈡
応
急
の
装
備
で
あ
る
こ
と
。

「
―
巡
洋
艦
」 

  

『
新
明
解
国
語
辞
典
』
で
の
語
釈
を
見
れ
ば
、
先
に
挙
げ
た
二
十
面
相
の
「
化

け
た
者
」
を
、
①
・
②
と
、
③
に
分
け
た
際
の
括
り
方
が
、
「
変
装
す
る
」
と
「
仮

装
す
る
」
で
区
別
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
に
首
肯
し
て
い
た
だ
け
よ
う
。 

 

①
と
②
の
場
合
、
二
十
面
相
は
「
何
か
の
必
要
か
ら
別
人
の
ご
と
く
、
髪
・
顔

の
様
子
や
服
装
を
改
め
」
て
い
る
。
窃
盗
の
た
め
に
、
ま
た
逃
走
の
た
め
に
な
ど
。

こ
れ
は
、
大
正
十
四
年
に
執
筆
さ
れ
た
「
盗
難
」
の
泥
棒
か
ら
、
直
接
に
受
け
継

が
れ
て
い
る
二
十
面
相
が
「
化
け
る
」
動
機
で
あ
る
。
二
十
面
相
は
明
ら
か
に
非

日
常
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
こ
の
動
機
は
彼
が
日
常
世
界
で
活
動
す
る
た
め
に
は

必
要
不
可
欠
の
、
現
実
的
な
動
機
で
あ
る
。 

こ
の
動
機
に
よ
る
二
十
面
相
の
行
動
、
す
な
わ
ち
変
装
す
る
こ
と
が
、
東
京
市

民
を
現
実
的
な
恐
怖
に
落
と
し
込
む
の
は
、
次
の
理
由
に
よ
る
と
考
え
る
。
非
日

常
的
な
存
在
で
あ
る
二
十
面
相
が
、
作
中
人
物
た
ち
や
読
者
の
住
む
日
常
世
界
に
、

非
日
常
的
な
存
在
者
と
は
「
別
人
の
ご
と
く
」
、
侵
入
す
る
、
も
し
く
は
侵
入
す

る
か
も
し
れ
な
い
、
さ
ら
に
す
で
に
侵
入
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
不

安
を
東
京
市
民
が
抱
く
か
ら
で
あ
る
（
注
十
一
）
。
非
日
常
的
な
存
在
で
あ
る
二

十
面
相
は
、
談
志
流
に
言
え
ば
「
人
間
が
作
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
上
」
の
「
ど
こ
か

に
当
然
無
理
」
が
あ
る
「
安
定
」
を
、
覆
す
か
も
知
れ
な
い
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
、
怖
い
の
だ
。 

 

③
の
場
合
、
二
十
面
相
は
架
空
の
怪
人
・
怪
物
に
「
扮
装
を
凝
ら
す
」
。
怪
人

も
怪
物
も
、
非
日
常
の
世
界
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
「
非
常
識
の
世
界
」
の
住
人

た
ち
で
あ
る
。
も
と
も
と
非
日
常
の
存
在
で
あ
る
二
十
面
相
が
、
さ
ら
に
突
飛
な

架
空
の
者
に
化
け
る
こ
と
で
、
日
常
の
世
界
を
惑
乱
さ
せ
る
種
に
な
る
こ
と
が
多

い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
「
そ
の
場
の
遊
び
」
の
よ
う
だ
。
ミ
ハ
イ
ー
ル
・
バ
フ
チ

ー
ン
は
、
「
仮
装
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（
注
十
二
）
。 

 

民
衆
的
・
祝
祭
的
娯
楽
の
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
は
仮
装
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
衣
裳
と
自
分
の
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
の
改
新
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
本

質
的
要
素
は
上
の
階
層
の
も
の
を
下
へ
と
移
し
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
道

化
が
王
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
、
愚
者
の
祭
り
で
は
道
化
の
僧
院
長
、
司
教
、

大
司
教
が
選
出
さ
れ
、
教
皇
直
属
の
教
会
で
も
、
道
化
の
偽
教
皇
を
選
ん
だ

り
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
道
化
的
階
層
秩
序
の
メ
ン
バ
ー
が
荘
厳
ミ
サ
の

お
勤
め
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。 

  

二
十
面
相
の
「
仮
装
」
は
、
「
遊
び
」
の
要
素
が
強
い
。
乱
歩
の
晩
年
に
近
づ

く
に
つ
れ
て
、
小
林
少
年
を
は
じ
め
と
す
る
少
年
探
偵
団
団
員
と
、
遊
ん
で
い
る

よ
う
に
見
え
る
傾
向
は
、
次
第
に
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。
二
十
面
相
の
「
仮
装
」

に
よ
っ
て
跳
梁
跋
扈
す
る
怪
人
・
怪
物
は
、
明
ら
か
に
「
非
常
識
の
世
界
」
の
住

人
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
、
「
民
衆
的
・
祝
祭
的
娯
楽
」
の
場
で
あ
り
、
そ
の
実

現
の
た
め
「
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
」
で
あ
る
「
仮
装
」
は
、
二
十
面
相
の

お
家
芸
だ
。
二
十
面
相
は
そ
の
意
味
で
「
道
化
」
の
「
王
」
で
あ
り
、
小
林
少
年

を
は
じ
め
と
す
る
少
年
探
偵
団
団
員
も
「
道
化
的
階
層
秩
序
の
メ
ン
バ
ー
」
だ
。

な
に
し
ろ
「
少
年
」
な
の
に
「
探
偵
」
な
の
だ
。 

「
盗
難
」
や
『
怪
人
二
十
面
相
』
の
、
「
ド
ン
デ
ン
返
し
」
に
よ
る
深
刻
な
「
秩

序
立
っ
た
諸
関
係
」
の
「
解
体
」
を
恐
れ
る
「
不
安
」
に
満
ち
た
世
界
は
、
「
道

化
的
階
層
秩
序
」
に
よ
っ
て
「
改
新
」
さ
れ
て
、
深
刻
な
事
件
が
「
上
の
階
層
の

も
の
」
（
注
十
三
）
か
ら
、
「
遊
び
」
と
い
う
「
下
へ
と
移
し
変
え
」
ら
れ
る
。 

そ
れ
ゆ
え
に
先
に
指
摘
し
た
通
り
、
「
『
人
間
の
業
』
と
い
う
世
に
い
う
非
常

識
の
世
界
の
肯
定
」
が
、
乱
歩
の
少
年
も
の
・
子
供
も
の
で
、
大
人
も
の
よ
り
も
、

よ
り
鮮
明
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ミ
ハ
イ
ー
ル
・
バ
フ
チ
ー
ン

は
、
少
年
と
遊
び
（
祝
祭
と
言
い
換
え
て
も
、
よ
い
）
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
（
注
十
二
）
。 

 

（
《
主
権
は
小
児
の
手
中
に
あ
る
》
）
ア
ク
セ
ン
ト
は
常
に
未
来
に
お
か
れ

て
い
る
。
未
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
性
格
は
、
民
衆
の
祝
祭
の
笑
い
の
儀
式
や

形
式
は
固
有
な
も
の
な
の
で
あ
る
。 

  

「
少
年
探
偵
シ
リ
ー
ズ
」
に
お
い
て
も
、
「
ア
ク
セ
ン
ト
は
常
に
未
来
に
お
か

れ
て
い
る
」
。
そ
れ
は
、
『
怪
人
二
十
面
相
』
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
と
同
一
の
シ
ュ

チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
ほ
ぼ
全
作
品
に
お
い
て
、
く
り
返
し
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
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っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

 

「
オ
オ
、
小
林
君
」 

明
智
探
偵
も
、
思
わ
ず
少
年
の
名
を
呼
ん
で
、
両
手
を
広
げ
、
駆
け
出
し

て
来
た
小
林
君
を
、
そ
の
中
に
抱
き
し
め
ま
し
た
。
美
し
い
、
誇
ら
し
い
光

景
で
し
た
。
こ
の
羨
ま
し
い
程
親
密
な
先
生
と
弟
子
と
は
、
力
を
合
わ
せ
て
、

遂
に
怪
盗
逮
捕
の
目
的
を
達
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
お
互
の
無
事
を
喜
び
、

苦
労
を
ね
ぎ
ら
い
合
っ
て
い
る
の
で
す
。 

立
並
ぶ
警
官
達
も
、
こ
の
美
し
い
光
景
に
う
た
れ
て
、
に
こ
や
か
に
、
し

か
し
、
し
ん
み
り
し
た
気
持
で
、
二
人
の
様
子
を
眺
め
て
い
ま
し
た
。
少
年

探
偵
団
の
十
人
の
小
学
生
は
、
も
う
我
慢
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
誰
が
音

頭
を
と
る
と
も
な
く
、
期
せ
ず
し
て
み
ん
な
の
両
手
が
、
高
く
空
に
上
が
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
同
可
愛
ら
し
い
声
を
揃
え
て
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し

叫
ぶ
の
で
し
た
。 

「
明
智
先
生
バ
ン
ザ
ー
イ
」 

「
小
林
団
長
バ
ン
ザ
ー
イ
」 

  

「
バ
ン
ザ
ー
イ
」
す
な
わ
ち
万
歳
を
、
『
新
明
解
国
語
辞
典
第
五
版
』
は
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

【
万
歳
】
―
す
る 

❶
㈠
い
つ
ま
で
も
生
き
、
長
く
栄
え
る
こ
と
。
「
千
秋

―
」
㈡
め
で
た
い
こ
と
。
喜
ぶ
べ
き
こ
と
。
「
う
ま
く
い
け
ば
―
だ
」
㈢
〔
口

頭
〕
ど
う
に
も
し
よ
う
が
な
い
こ
と
。
お
て
あ
げ
。
最
後
。
「
も
う
―
だ
」

❷
（
感
）
〔
両
手
を
勢
い
よ
く
上
げ
る
動
作
を
伴
っ
て
〕
祝
福
の
意
を
表
す

時
、
ま
た
勝
負
に
勝
っ
た
時
（
お
お
ぜ
い
で
）
唱
え
る
言
葉
。 

  

「
美
し
い
、
誇
ら
し
い
光
景
」
は
、
大
人
で
あ
っ
て
も
、
「
に
こ
や
か
」
な
、

「
し
か
し
、
し
ん
み
り
し
た
気
持
」
に
さ
せ
た
。
「
少
年
探
偵
団
の
十
人
の
小
学

生
は
、
も
う
我
慢
が
出
来
」
ず
、
「
バ
ン
ザ
ー
イ
」
と
叫
ぶ
。 

こ
の
少
年
た
ち
の
叫
ぶ
「
万
歳
」
に
は
「
い
つ
ま
で
も
」「
長
く
栄
え
る
こ
と
」
、

そ
れ
を
「
祝
福
」
す
る
気
持
ち
、
二
十
面
相
と
の
「
勝
負
に
勝
っ
た
」
こ
と
へ
の

喜
び
が
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
祝
福
と
喜
び
は
、
「
明
智
先
生
」
と
「
小

林
団
長
」
へ
の
み
贈
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
は
、
決
し
て
な
い
。
「
少
年
探
偵
団
」

全
員
と
、
そ
れ
を
見
守
っ
て
き
た
少
年
で
あ
る
読
者
た
ち
全
員
へ
の
祝
福
の
意
で

あ
っ
た
は
ず
だ
。 

例
え
ば
、
『
奇
面
城
の
秘
密
』
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
、
次
の
よ
う
な
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
な
る
。 

 

ポ
ケ
ッ
ト
小
僧
は
、
そ
こ
ま
で
い
う
と
、
感
き
わ
ま
っ
た
よ
う
に
両
手
を

上
げ
ま
し
た
。 

「
明
智
先
生
、
ば
ん
ざ
あ
い
。
小
林
団
長
、
ば
ん
ざ
あ
い
…
…
」 

す
る
と
、
小
林
少
年
も
、
目
に
涙
を
う
か
べ
な
が
ら
、
こ
れ
に
こ
た
え
て

叫
ぶ
の
で
し
た
。 

「
少
年
探
偵
団
、
チ
ン
ピ
ラ
隊
、
ば
ん
ざ
あ
い
！
」 

 

「
少
年
探
偵
団
、
チ
ン
ピ
ラ
隊
、
ば
ん
ざ
あ
い
！
」
と
、
小
林
少
年
が
叫
ぶ
。

こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
、
「
ア
ク
セ
ン
ト
は
常
に
未
来
に
お
か
れ
て
い
る
」
こ
の

「
少
年
探
偵
シ
リ
ー
ズ
」
の
、
「
未
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
性
格
」
が
如
実
に
表
現

さ
れ
た
箇
所
だ
と
考
え
る
。 

少
年
た
ち
は
、
互
い
を
祝
福
し
、
互
い
に
喜
び
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
の
だ
。

現
実
の
味
気
な
い
世
界
に
生
き
る
大
人
た
ち
が
「
に
こ
や
か
」
な
、
「
し
か
し
、

し
ん
み
り
し
た
気
持
」
に
さ
せ
ら
れ
る
、
「
美
し
い
、
誇
ら
し
い
光
景
」
を
こ
の

世
に
創
出
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
少
年
は
少
年
た
り
得
る
の
だ
。 

そ
れ
は
「
祝
祭
」
だ
。
現
実
の
世
界
に
お
い
て
「
上
の
階
層
の
も
の
」
と
さ
れ

て
き
た
大
人
が
、
二
十
面
相
の
事
件
解
決
に
は
無
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
少
年

探
偵
団
、
チ
ン
ピ
ラ
隊
」
の
活
躍
と
い
う
「
非
常
識
」
な
出
来
事
に
よ
っ
て
、
未

来
へ
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
少
年
と
い
う
「
下
へ
と
移
し
変
え
」
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
「
明
智
探
偵
」
は
、
「
少
年
探
偵
団
、
チ
ン
ピ
ラ
隊
」
の
後
見
役
に
過
ぎ
な

い
。
「
明
智
探
偵
」
は
「
祝
祭
」
の
裏
方
で
あ
る
。 

「
民
衆
の
祝
祭
」
「
の
儀
式
や
形
式
」
が
「
固
有
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と
は
、

バ
フ
チ
ー
ン
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
乱
歩
は
飽
き
も

せ
ず
に
、
「
万
歳
」
に
よ
っ
て
作
品
を
閉
じ
る
と
い
う
行
為
を
、
延
々
と
続
け
た

の
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
未
来
志
向
の
「
祝
祭
」
の
仕
掛
け
人
で
あ
る
二
十
面
相
は
、
永
遠
に
新
た

な
る
「
仮
装
」
を
し
て
、
少
年
た
ち
の
前
に
立
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ

そ
が
、
二
十
面
相
の
「
人
間
の
業
」
で
あ
る
。
二
十
面
相
が
仕
掛
け
続
け
る
こ
と
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に
よ
っ
て
の
み
、
少
年
た
ち
に
よ
る
「
美
し
い
、
誇
ら
し
い
光
景
」
が
現
前
し
、

そ
の
「
美
し
い
、
誇
ら
し
い
光
景
」
は
「
改
新
」
さ
れ
続
け
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
か
ら
だ
。 

二
十
面
相
が
追
い
求
め
続
け
た
も
の
は
、
少
年
た
ち
の
活
躍
に
よ
っ
て
創
出
さ

れ
る
「
未
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
、
そ
の
「
美
し
い
、
誇
ら
し
い
光
景
」
で
あ
っ
た

の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
二
十
面
相
は
不
滅
な
の
で
あ
る
。 

 

七
． 

お
わ
り
に 
― 

ふ
し
ぎ
な
人
の
自
己
認
識 

― 

 

最
後
に
、
二
十
面
相
の
到
達
し
た
境
地
に
つ
い
て
、
少
し
だ
け
触
れ
て
お
く
。

昭
和
三
十
三
年
か
ら
三
十
四
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
「
ふ
し
ぎ
な
人
」
に
登
場

す
る
「
二
十
め
ん
そ
う
」
に
つ
い
て
で
あ
る
（
注
十
四
）
。
『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
二
十
一
巻 

ふ
し
ぎ
な
人
』
の
巻
末
の
註
釈
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。 

 

※
５
８
「
な
に
っ
、
あ
け
ち
た
ん
て
い
と
小
林
し
ょ
う
ね
ん
が
や
っ
て
来
た

っ
て
」 

ま
だ
何
も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
う
ち
に
、
二
十
面
相
は
追
い

詰
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
も
、
他
の
と
こ
ろ
で
悪
い
こ
と
を
し
て
い
て
、

林
の
名
前
で
は
近
所
の
子
ど
も
と
遊
ぶ
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
註
釈
は
出
色
の
出
来
で
あ
る
と
思
う
。
「
ま
だ
何
も
悪
い
こ
と
を
し
て
い

な
い
う
ち
に
」
「
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
う
」
二
十
面
相
は
、
お
そ
ら
く
、
「
近

所
の
子
ど
も
と
遊
ぶ
だ
け
だ
っ
た
」
の
で
あ
ろ
う
。 

所
謂
「
悪
役
」
と
し
て
定
着
し
た
「
二
十
面
相
」
と
い
う
「
仮
装
」
、
そ
れ
を

演
じ
続
け
る
こ
と
を
、
彼
自
身
、
よ
し
と
し
て
い
る
感
す
ら
漂
う
。
「
何
も
悪
い

こ
と
を
し
て
い
な
」
く
と
も
、
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
問

題
と
す
ら
な
り
え
な
い
。
彼
は
な
に
し
ろ
、
唯
一
無
二
の
怪
盗
「
二
十
面
相
」
と

し
て
、
世
に
も
「
ふ
し
ぎ
な
人
」
と
し
て
、
現
実
の
世
界
と
読
者
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
彼
は
遊
ぶ
の
だ
。
少
年
た
ち
と
と
も
に
、
少
年

た
ち
の
未
来
を
信
じ
て
。 

 

 

注 注
一 

本
稿
で
使
用
し
た
「
盗
難
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、
日
下
三
蔵
編
『
江
戸
川
乱

歩
全
短
篇
Ⅰ 

本
格
推
理
Ⅰ
』
（
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
八
年
）
に
拠
っ
た
。

な
お
、
「
本
稿
一
．
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
乱
歩
の
簡
略
な
年
代
記
は
、
同
書

に
収
め
ら
れ
た
「
著
者
に
よ
る
作
品
解
説
」
に
拠
り
、
筆
者
が
纏
め
た
も
の
で

あ
る
。 

注
二 

立
川
談
志
、
『
新
釈
落
語
咄
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
。
第
十
四

回
『
寝
床
』
に
あ
る
落
語
論
で
あ
る
。 

注
三
① 

本
稿
で
使
用
し
た
『
怪
人
二
十
面
相
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
『
江
戸
川
乱

歩
全
集
第
一
〇
巻 

大
暗
室
』
（
光
文
社
文
庫
、
二
○
○
三
年
）
に
拠
っ
た
。 

注
三
② 

『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
一
〇
巻 

大
暗
室
』
解
説
「
対
照
的
な
悪
の
暗

躍
」
（
山
前
譲
）
に
拠
っ
た
。 

注
四 

『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
二
十
八
巻 

探
偵
小
説
四
十
年
（
上
）
』
（
光
文

社
文
庫
、
二
○
○
六
年
）
に
拠
っ
た
。
引
用
箇
所
は
「
昭
和
十
一
・
十
二
年
」

の
章
。 

注
五 

こ
の
「
警
官
」
が
本
物
で
あ
っ
た
か
、
偽
物
で
あ
っ
た
の
か
は
、
作
中
で

は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
本
物
の
警
官
が
、
そ
の
場
の
そ
の
瞬
間
に
「
泥
棒
」

に
宗
旨
替
え
を
し
た
の
か
、
も
と
も
と
「
泥
棒
」
で
あ
っ
た
も
の
が
警
官
に
化

け
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
読
後
、
読
者
へ
宙
吊

り
な
不
安
感
を
も
た
ら
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
。 

注
六 

中
村
雄
二
郎
、
『
術
語
集
Ⅱ
』
、
岩
波
新
書
、
一
九
九
七
年
。 

注
七 

一
九
三
八
年
執
筆
。 

注
八 

一
九
五
八
年
執
筆
。 

注
九 

中
井
英
夫
は
、
乱
歩
の
自
作
へ
の
批
判
と
嫌
悪
に
つ
い
て
、
下
記
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。
「
（
乱
歩
自
身
に
よ
る
『
化
人
幻
戯
』
に
威
勢
よ
く
断
言
し

て
い
る
。
む
し
ろ
こ
ち
ら
で
「
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
、
先
生
。
毎
月

と
て
も
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
」
と
慰
め
た
く
な
る
ほ
ど
に
、
乱
歩

の
自
作
へ
の
批
判
と
嫌
悪
は
『
一
寸
法
師
』
の
昔
か
ら
手
き
び
し
く
容
赦
の
な

い
も
の
だ
っ
た
。
」 

こ
の
中
井
の
指
摘
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
盗
難
」
の
自
身

に
よ
る
作
品
解
説
は
欠
点
の
論
い
も
一
切
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
小
説
へ
の

自
信
が
十
分
に
窺
え
る
一
文
で
あ
る
と
言
え
る
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の

作
は
乱
歩
の
密
か
な
自
信
作
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
判
断
す
る
。 
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注
十 

こ
の
場
合
、
忍
び
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
紛
れ
込
む
と
ほ
ぼ
同
意
で
あ
る
。

例
え
ば
、
明
智
小
五
郎
や
警
察
に
追
い
込
ま
れ
た
二
十
面
相
が
、
「
警
官
」
に

化
け
て
逃
走
す
る
。
そ
の
際
の
化
け
る
行
為
は
、
非
日
常
の
存
在
で
あ
る
二
十

面
相
が
、
日
常
の
存
在
で
あ
る
「
警
官
」
に
紛
れ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
逃
走

と
い
う
目
的
を
達
し
た
こ
と
に
な
る
。
非
日
常
の
存
在
が
、
日
常
の
存
在
に
忍

び
込
む
、
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
逃
走
は
可
能
と
な
る
か
ら
だ
。 

注
十
一 

怖
い
探
偵
小
説
を
す
で
に
十
分
に
享
受
し
て
い
る
当
時
の
読
者
た
ち
は
、

「
盗
難
」
の
時
代
の
読
者
た
ち
と
は
異
な
り
、
犯
行
予
告
状
を
笑
わ
な
い
。
犯

行
予
告
状
は
、
作
中
人
物
や
読
者
の
不
安
を
、
一
層
煽
る
働
き
を
す
る
ア
イ
テ

ム
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。 

注
十
二 

ミ
ハ
イ
ー
ル
・
バ
フ
チ
ー
ン
、
川
端
香
男
里
訳
、
『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ

ブ
レ
ー
の
作
品
と
中
世
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
民
衆
文
化
』
、
①
七
十
六
頁
、
せ

り
か
書
房
、
一
九
八
○
年
。
時
代
や
洋
の
東
西
を
異
に
す
る
が
、
バ
フ
チ
ー
ン

の
指
摘
の
数
々
は
、
民
衆
文
化
を
考
え
る
際
に
示
唆
に
富
む
。
な
お
、
バ
フ
チ

ー
ン
の
視
点
の
、
テ
ク
ス
ト
解
析
へ
の
有
用
性
に
つ
い
て
は
、
本
校
創
造
工
学

科
基
盤
教
育
グ
ル
ー
プ
窪
田
眞
治
教
授
か
ら
、
様
々
な
ご
教
授
を
い
た
だ
い
た
。 

注
十
三 

深
刻
な
こ
と
は
高
級
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
確
実
に
こ
の
世

に
存
在
す
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
が
、
純
文
学
・
中
間

小
説
・
大
衆
文
学
の
区
別
を
生
ん
だ
と
い
う
、
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
。
深
刻
な

も
の
は
「
上
」
、
笑
い
を
誘
う
も
の
は
「
下
」
と
い
う
認
識
の
構
造
は
、
「
能
」

と
「
狂
言
」
な
ど
の
関
係
な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。 

注
十
四 

『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
二
十
一
巻 

ふ
し
ぎ
な
人
』
（
光
文
社
文
庫
、

二
○
○
五
年
）
に
拠
っ
た
。 
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