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細見和之

前
回
、
こ
の
同
人
誌
評
の
今
後
の
不
透
明
さ
に
つ

い
て
記
し
た
。『
樹
林
』
の
春
号
と
夏
号
、
秋
号
と
冬

号
を
合
併
号
と
す
る
計
画
に
つ
い
て
は
、
予
定
ど
お

り
進
み
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
本
欄
の
小

説
同
人
誌
評
と
詩
時
評
は
、
従
来
ど
お
り
年
四
回
と

し
、
た
だ
し
、
紙
媒
体
の
雑
誌
で
は
な
く
、
ウ
ェ
ッ

ブ
上
で
の
公
開
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
半
年
に

一
回
の
執
筆
と
い
う
難
し
い
状
態
は
回
避
で
き
る
う

え
、
こ
う
い
う
時
評
的
な
も
の
に
と
っ
て
ウ
ェ
ッ
ブ

で
の
公
開
は
か
え
っ
て
便
利
と
い
う
気
も
し
て
い
る
。

パ
ソ
コ
ン
環
境
の
整
っ
て
い
る
読
者
な
ら
、
紙
媒
体

よ
り
も
ず
っ
と
ア
ク
セ
ス
が
容
易
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
本
欄
で
採
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
作

者
や
編
集
部
、
版
元
に
は
こ
れ
ま
で
そ
の
つ
ど
雑
誌

を
贈
呈
し
て
き
た
が
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
る
。
そ

も
そ
も
こ
こ
で
採
り
上
げ
た
こ
と
自
体
の
連
絡
が
し

に
く
く
な
る
の
だ
。
そ
の
点
で
は
情
報
の
拡
散
の
方

法
に
ひ
と
工
夫
が
必
要
に
な
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
う

い
う
状
態
で
こ
の
小
説
同
人
誌
評
を
し
ば
ら
く
私
が

続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
て
、
今
回
読
ん
だ
な
か
で
一
冊
の
雑
誌
と
し
て

充
実
し
た
印
象
を
受
け
た
筆
頭
は
、『
飢
餓
祭
』
第

45
号
だ
っ
た
。

同
誌
掲
載
の
、
秋
元
潔
「
父
と
い
た
夏
」
は
、
一

九
七
五
年
夏
の
設
定
で
、
一
種
、
理
想
的
と
も
呼
べ

る
父
と
息
子
の
関
係
を
、
息
子
で
あ
る
「
ぼ
く
」
の

視
点
で
描
い
て
い
る
。
父
は
四
国
の
田
舎
で
優
れ
た

開
業
医
を
し
て
い
る
が
、
五
年
に
一
度
く
ら
い
行
方

不
明
に
な
る
奇
癖
の
持
ち
主
。
一
方
「
ぼ
く
」
は
東

北
の
大
学
の
医
学
部
に
入
学
し
た
も
の
の
、
ア
メ
リ

カ
文
学
に
興
味
を
持
っ
て
い
て
、
文
学
部
に
転
じ
る

こ
と
を
考
え
て
い
る
。
そ
ん
な
と
き
、
ま
た
ぞ
ろ
行

方
不
明
に
な
っ
た
父
が
「
ぼ
く
」
の
下
宿
に
ひ
ょ
っ

こ
り
姿
を
見
せ
る
。

父
の
奇
癖
の
背
景
に
は
痛
切
な
戦
争
体
験
が
あ
っ

て
、
五
年
に
一
度
は
死
ん
だ
「
戦
友
」
の
墓
参
り
を

し
、
記
憶
の
膿
を
流
す
た
め
に
あ
び
る
よ
う
に
酒
を

呑
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。
物
語
の
最
後
で
、
父
は
海

で
溺
れ
た
子
ど
も
を
助
け
る
た
め
に
死
ん
で
ゆ
く
。

「
ぼ
く
」
は
父
亡
き
あ
と
の
一
家
を
支
え
る
た
め
に
、

文
学
研
究
者
の
道
を
断
念
す
る
…
。

と
に
か
く
父
親
の
人
物
像
が
興
味
深
い
う
え
、「
ぼ

く
」
の
友
人
で
あ
る
山
崎
、
恋
人
の
洋
子
な
ど
、
魅

力
的
な
登
場
人
物
も
き
ち
ん
と
配
さ
れ
て
い
る
の
に
、

二
十
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
で
は
い
か
に
も
も
っ
た
い
な
い

と
い
う
気
が
す
る
。
も
っ
と
も
っ
と
物
語
と
し
て
膨

ら
ま
せ
て
欲
し
い
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

同
誌
掲
載
の
、
小
網
春
美
「
ガ
ロ
ア
」
は
、
五
十

代
か
ら
六
十
代
の
人
間
の
居
場
所
を
め
ぐ
る
好
短
篇
。

タ
イ
ト
ル
の
「
ガ
ロ
ア
」
は
、
住
宅
の
立
て
込
ん
だ

一
角
に
あ
る
小
さ
な
飲
み
屋
の
名
前
。
高
名
な
数
学

者
の
名
を
冠
し
た
そ
の
飲
み
屋
に
、
高
校
で
国
語
の

常
勤
講
師
を
し
て
い
る
乙
﨑
紀
葉
が
ふ
と
訪
れ
る
。

店
主
と
文
学
談
義
を
交
わ
す
常
連
客
、
現
代
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
を
自
認
し
て
い
る
ブ
テ
ィ
ッ
ク
の
女
性
店
員
。

画
塾
を
開
い
て
い
る
清
貧
の
画
家
…
、
と
に
か
く
彼

女
の
そ
れ
ま
で
の
人
生
で
は
出
会
わ
な
か
っ
た
不
思

議
な
連
中
が
た
む
ろ
し
て
い
る
場
な
の
で
あ
る
。
私

自
身
、
六
十
代
が
近
づ
く
な
か
で
、
こ
う
い
う
一
種

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
場
所
の
魅
力
が
よ
く
分
か
る
。

最
後
、「
ガ
ロ
ア
」
は
、
老
朽
化
し
た
建
物
の
取

り
壊
し
に
よ
っ
て
、
あ
っ
気
な
く
閉
店
し
て
し
ま
う
。

自
然
に
生
ま
れ
て
、
自
然
に
消
滅
し
て
し
ま
う
、
そ

う
い
う
場
な
の
だ
ろ
う
。
目
的
意
識
的
に
創
出
し
よ

う
と
し
た
り
維
持
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
と
、
ど
う

し
て
も
歪
み
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
乙

﨑
の
ま
だ
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
別
の
「
ガ

ロ
ア
」
が
出
来
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

同
じ
く
同
誌
掲
載
の
、
森
口
順
子
「
石
を
抱
く
樹
」

は
、「
ガ
ロ
ア
」
と
同
様
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
場
に
お

け
る
家
族
の
再
生
の
物
語
。

主
人
公
の
沢
田
保
は
現
在
、
三
十
六
歳
。
勤
め
て

い
た
会
社
で
工
場
閉
鎖
の
仕
事
を
や
ら
さ
れ
、
そ
の

後
退
職
。
二
年
後
、
妻
は
離
婚
届
け
を
残
し
て
長
男

と
と
も
に
家
を
出
て
い
た
。
し
ば
ら
く
閉
じ
こ
も
り

花火を見ること
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の
生
活
を
し
た
あ
と
で
、
い
ま
は
、
か
つ
て
両
親
と

と
も
に
過
ご
し
て
い
た
ロ
グ
ハ
ウ
ス
に
車
で
向
か
う

と
こ
ろ
。
バ
ブ
ル
の
全
盛
期
の
こ
と
だ
ろ
う
か
、
琵

琶
湖
の
ほ
と
り
に
、
い
く
つ
か
の
家
族
が
ロ
グ
ハ
ウ

ス
の
別
荘
を
も
っ
て
「
若
葉
の
里
」
と
い
う
そ
の
場

所
で
、
休
日
を
過
ご
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

保
は
か
つ
て
の
里
の
住
民
「
カ
モ
さ
ん
（
鴨
志
田
）」

と
出
会
い
、
彼
と
と
も
に
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が

ら
里
の
再
生
の
活
動
に
携
わ
る
。
四
、
五
年
を
へ
て
、

保
の
別
れ
た
妻
ユ
カ
リ
が
長
男
の
翔
一
を
連
れ
て
里

を
訪
れ
る
。
ユ
カ
リ
は
再
婚
し
、
女
の
子
を
出
産
し

て
い
た
が
、
再
婚
相
手
と
翔
一
の
折
り
合
い
が
悪
く
、

翔
一
は
里
で
保
が
預
か
る
こ
と
に
な
る
…
。

タ
イ
ト
ル
の
「
石
を
抱
く
樹
」
は
、
里
の
守
り
神

の
よ
う
な
存
在
。
里
の
遊
び
場
に
自
ら
の
根
で
石
を

抱
え
る
よ
う
に
し
て
生
え
て
い
る
木
が
あ
っ
て
、
十

歳
の
保
は
そ
の
木
の
ふ
も
と
で
身
動
き
で
ず
に
佇
ん

で
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
人
間
の
生
き
て
い
る
時
間

と
そ
の
樹
木
の
生
き
て
き
た
時
間
、
そ
の
樹
木
が
こ

れ
か
ら
も
生
き
て
ゆ
く
果
て
し
の
な
い
時
間
、
そ
の

落
差
に
十
歳
の
保
は
恐
れ
を
な
し
た
の
だ
っ
た
。
以

後
、
そ
の
樹
木
は
里
の
人
々
に
と
っ
て
一
種
崇
拝
の

対
象
と
な
っ
た
の
だ
。

一
九
七
〇
年
前
後
に
一
部
で
展
開
さ
れ
た
コ
ミ
ュ

ー
ン
運
動
の
よ
う
な
理
念
主
義
で
は
な
く
て
、
も
っ

と
ゆ
る
や
か
な
共
同
性
の
探
究
―
―
。
そ
こ
に
、
保

だ
け
で
は
な
い
、
お
よ
そ
人
間
の
再
生
の
可
能
性
が

賭
け
ら
れ
て
い
て
、
印
象
深
い
作
品
だ
。

最
後
に
同
誌
掲
載
の
、
夏
当
紀
子
「
花
火
は
見
え

た
か
」
に
も
ふ
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
ち

ら
は
、
八
十
三
歳
の
老
婆
を
め
ぐ
る
、
不
思
議
な
民

話
の
よ
う
な
物
語
。

八
十
三
歳
に
な
っ
た
七
重
（
な
え
）
は
、
大
阪
で

営
ん
で
き
た
荒
物
店
を
閉
め
て
、
孫
の
よ
し
お
の
車

で
島
（
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
淡
路
島
だ
ろ
う
）

に
向
か
っ
て
い
る
。
久
し
振
り
に
両
親
の
墓
参
り
を

す
る
た
め
で
あ
る
。
墓
参
り
を
済
ま
せ
た
と
こ
ろ
で
、

両
親
の
家
で
独
り
暮
ら
し
を
続
け
て
い
る
弟
が
迎
え

に
来
て
く
れ
る
段
取
り
で
あ
る
。
予
定
ど
お
り
今
度

は
弟
の
軽
ト
ラ
ッ
ク
で
祖
父
母
が
建
て
た
家
に
た
ど

り
着
く
と
、
す
っ
か
り
様
子
が
変
わ
っ
て
い
る
。
以

前
の
家
は
大
雨
の
と
き
に
土
砂
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ

た
の
だ
と
い
う
。

弟
の
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
揺
ら
れ
な
が
ら
、
七
重
は
弟

と
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
振
り
返
る
。
弟
が
一

歳
の
と
き
に
母
が
病
死
し
、
し
ば
ら
く
は
島
の
祖
父

母
の
も
と
で
育
て
ら
れ
、
父
は
大
阪
に
出
て
行
っ
た
。

や
が
て
祖
母
が
体
調
を
崩
し
て
か
ら
は
、
父
が
二
人

を
引
き
取
っ
た
。
父
は
弟
に
い
つ
も
厳
し
く
あ
た
り

七
重
は
そ
れ
を
庇
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
七
重
に
は

ず
っ
と
負
い
目
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
父
は
戦

死
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
弟
は
何
一
つ
覚
え
て
い

な
い
と
い
う
。
は
っ
き
り
と
老
い
を
迎
え
て
い
る
七

重
に
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
、
い
や
、
い
ま
自
分

が
い
る
と
こ
ろ
す
ら
あ
や
ふ
や
に
な
っ
て
ゆ
く
。
最

後
は
、
島
で
七
重
の
世
話
を
焼
い
て
く
れ
た
弟
の
実

在
さ
え
作
品
の
な
か
で
宙
吊
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
。

タ
イ
ト
ル
の
「
花
火
は
見
え
た
か
」
は
、
終
わ
り

の
と
こ
ろ
で
、
大
阪
の
花
火
が
島
か
ら
見
え
る
と
い

う
弟
の
話
と
そ
の
ま
ま
結
び
つ
い
て
い
る
。
い
つ
の

間
に
か
弟
は
い
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
で
、
七
重
は

ひ
と
り
で
そ
の
花
火
を
見
る
。
し
か
し
、
音
は
聞
こ

え
な
い
。
遠
い
か
ら
か
、
七
重
の
聴
力
が
衰
え
て
い

る
か
ら
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
花
火
ほ
ど
あ
や
ふ
や

な
存
在
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
見
た
」
と
口
に
す

る
そ
の
と
き
に
は
、
も
う
そ
の
花
火
は
消
え
失
せ
て

い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
花
火
を
見
る
こ
と
が
生
き

て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
作
者
の
強
い
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
、
私
は
こ
の
作
品
か
ら
受
け
取
っ
た
。

『
あ
る
か
い
ど
』
第
66
号
も
力
作
が
並
ん
で
充
実

し
て
い
る
。

同
誌
掲
載
の
、
住
田
真
理
子
「
死
に
た
い
病
」
は
、

夫
を
亡
く
し
て
以
降
、
何
か
に
つ
い
て
「
死
に
た
い
、

死
に
た
い
」
と
口
に
し
て
、
周
囲
を
困
ら
せ
続
け
る

母
親
の
姿
を
、
娘
の
視
点
で
描
い
て
い
る
。
母
親
が

「
死
に
た
い
病
」
な
の
だ
か
ら
、
か
な
り
事
態
は
深

刻
な
の
だ
が
、
あ
る
種
滑
稽
な
場
面
も
登
場
す
る
。

作
者
と
同
世
代
の
私
は
、
私
自
身
の
母
と
の
や
り
取

り
を
思
っ
て
、
読
み
な
が
ら
、
頷
い
た
り
苦
笑
し
た

り
の
連
続
だ
っ
た
。
く
わ
え
て
、
作
者
は
作
家
、
木

辺
弘
児
の
娘
で
あ
っ
て
、
小
説
と
は
い
え
、
読
者
が

こ
れ
を
作
者
の
父
、
木
辺
弘
児
と
そ
の
妻
（
作
者
の

母
）
の
物
語
と
し
て
も
読
む
こ
と
を
覚
悟
の
う
え
で

書
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
描
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か
れ
て
い
る
父
と
母
の
恋
愛
と
結
婚
の
物
語
は
、
そ

れ
自
体
が
小
説
の
よ
う
だ
（
作
品
そ
れ
自
体
が
小
説

な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
余
計
な
言
い
方
か
も
し
れ
な

い
が
、
私
が
仄
聞
し
て
い
た
事
実
と
大
枠
は
重
な
る

の
だ
）。
木
辺
が
二
〇
〇
八
年
に
亡
く
な
っ
て
す
で
に

十
一
年
目
で
あ
る
。
あ
る
程
度
距
離
感
も
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
く
わ
え
て
、
作
者
の
筆

の
運
び
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
闊
達
に
な
っ
て
い
る
。

同
誌
掲
載
の
、
切
塗
よ
し
を
「
ヒ
ナ
ネ
コ
の
唄
」

は
、
日
本
の
音
楽
産
業
を
背
景
と
し
た
、
と
て
も
優

れ
た
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

東
京
の
大
手
の
芸
能
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
勤
務
し

て
い
た
浦
部
哲
司
は
、
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
落
ち
た

女
性
に
声
を
掛
け
て
は
関
係
を
強
要
し
て
い
た
。
そ

れ
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
末
端
の
関
係
者
に
巧
み

に
つ
け
こ
ま
れ
、
彼
は
大
手
を
解
雇
さ
れ
る
と
と
も

に
、
岡
山
県
初
山
市（
モ
デ
ル
は
津
山
市
だ
ろ
う
か
）

の
小
さ
な
芸
能
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
勤
務
す
る
こ
と

に
な
る
。
樋
口
奈
美
子
と
い
う
三
十
八
歳
の
女
性
を

演
歌
歌
手
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
る
の
が
、
そ
こ
で

の
浦
部
の
仕
事
で
あ
る
。
浦
部
は
そ
の
小
さ
な
事
務

所
の
関
係
者
で
ギ
タ
ー
の
う
ま
い
マ
キ
、
バ
イ
オ
リ

ン
奏
者
、
理
沙
を
く
わ
え
た
三
人
の
ユ
ニ
ッ
ト
「
ヒ

ナ
ネ
コ
」
を
作
っ
て
売
り
出
す
こ
と
を
考
え
る
。

市
の
観
光
事
業
に
重
ね
た
り
、
刑
務
所
の
慰
問
コ

ン
サ
ー
ト
を
行
っ
た
り
と
苦
労
を
重
ね
、
と
う
と
う

「
ヒ
ナ
ネ
コ
」
に
、
か
つ
て
浦
部
が
い
た
東
京
の
大

手
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
声
が
掛
か
る
。
た
だ
し
条

件
は
、
樋
口
奈
美
子
を
外
し
た
二
人
組
み
と
し
て
あ

ら
た
め
て
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
…
。

音
楽
産
業
を
背
景
と
し
た
小
気
味
よ
い
展
開
、「
ヒ

ナ
ネ
コ
」
の
三
人
と
彼
女
ら
に
デ
ビ
ュ
ー
曲
を
提
供

す
る
往
年
の
フ
ォ
ー
ク
歌
手
、
高
品
歌
麿
な
ど
の
人

物
造
形
が
卓
越
し
て
い
て
、
と
に
か
く
感
心
し
て
し

ま
っ
た
。
難
を
い
え
ば
、
後
半
の
展
開
を
も
う
す
こ

し
ゆ
っ
た
り
と
さ
せ
て
、
中
篇
か
ら
長
篇
ぐ
ら
い
に

ま
で
膨
ら
ま
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
る
だ

ろ
う
か
。

な
お
、『
あ
る
か
い
ど
』
同
号
に
は
、
昨
年
九
月
に

亡
く
な
っ
た
同
人
、
小
西
九
嶺
の
追
悼
特
集
が
組
ま

れ
て
い
て
、
同
人
が
そ
れ
ぞ
れ
短
文
を
寄
せ
て
い
る
。

『
せ
る
』
第
111
号
掲
載
の
、
谷
山
結
子
「
僕
の
あ

り
ふ
れ
た
日
常
」
は
、
自
宅
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
あ

い
だ
を
行
き
来
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
な
「
僕
」
の

生
活
を
描
い
て
印
象
深
い
。

大
学
を
卒
業
以
来
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
自

宅
に
暮
ら
し
て
き
た
「
僕
」
は
、
現
在
三
十
五
歳
。

半
年
前
に
「
派
遣
切
り
」
に
あ
っ
て
い
ま
は
無
職
。

と
き
お
り
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
出
か
け
て
い
る
が
「
正

社
員
」
の
公
募
に
は
こ
と
ご
と
く
落
ち
て
い
る
。
子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら
出
来
の
よ
い
兄
が
苦
手
で
、
兄
の

家
族
が
や
っ
て
来
る
と
き
に
は
、
で
き
る
だ
け
自
宅

を
離
れ
て
い
た
り
す
る
。
そ
も
そ
も
「
僕
」
は
兄
だ

け
で
な
く
、
お
よ
そ
「
人
間
」
が
苦
手
で
、
ひ
と
り

で
電
車
に
も
乗
れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
「
僕
」
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
偶
然
出
会
っ

た
二
人
の
若
い
女
性
、
リ
カ
と
ミ
サ
キ
と
の
交
流
の

な
か
で
、
次
第
に
前
向
き
に
な
っ
て
ゆ
く
。
障
害
者

手
帳
を
取
得
し
て
、
障
害
者
枠
で
正
社
員
と
し
て
雇

用
さ
れ
る
と
い
う
方
法
を
、
二
人
は
積
極
的
に
取
っ

て
き
た
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
二
人
と
も
知
的
障
害

の
検
査
で
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
に
あ
っ
て
、
ミ
サ
キ
は

前
回
の
検
査
で
と
う
と
う
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
停

止
さ
れ
、
ミ
カ
は
自
分
も
そ
う
な
る
の
で
は
、
と
恐

れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
僕
」
は
あ
っ
け
ら
か
ん
と
生

き
て
い
る
二
人
の
姿
に
励
ま
さ
れ
、
や
が
て
は
ひ
と

り
で
電
車
に
乗
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
ゆ
く
。

と
に
か
く
、
リ
カ
と
ミ
サ
キ
が
登
場
し
て
か
ら
、

俄
然
作
品
は
生
き
生
き
と
し
て
く
る
。
二
人
の
会
話

が
と
て
も
小
気
味
よ
い
。

同
誌
掲
載
の
、
塚
田
源
秀
「
ケ
ー
ジ
」
は
、「
ケ
ー

ジ
に
入
っ
て
二
週
間
に
な
る
」
と
唐
突
に
は
じ
ま
る
。

「
私
」
は
五
十
歳
を
過
ぎ
て
い
て
、
年
老
い
た
母
と

古
い
屋
敷
で
暮
ら
し
て
い
る
。
近
く
で
カ
フ
ェ
を
経

営
し
て
い
る
が
、
実
質
は
四
十
代
半
ば
の
「
マ
ユ
ミ

さ
ん
」
に
任
せ
て
い
る
。
母
親
が
餌
付
け
し
た
せ
い

で
屋
敷
に
は
猫
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
ゆ
く
。
そ
れ
を

捕
獲
す
る
た
め
に
「
私
」
は
ケ
ー
ジ
を
購
入
し
た
の

だ
っ
た
。
最
初
は
そ
こ
に
猫
を
入
れ
て
い
た
が
、
自

分
が
入
っ
て
み
る
と
案
外
居
心
地
が
い
い
。「
私
」

は
次
第
に
ケ
ー
ジ
の
な
か
で
眠
る
よ
う
に
す
ら
な
っ

て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

「
私
」
に
と
っ
て
ケ
ー
ジ
と
は
何
だ
ろ
う
。
後
半

に
は
ケ
ー
ジ
の
隣
に
蚊
帳
も
登
場
す
る
。
カ
フ
カ
的
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不
条
理
と
い
う
と
少
々
大
袈
裟
に
な
る
。
も
っ
と
自

然
な
感
じ
だ
。
ケ
ー
ジ
に
入
っ
て
い
る
「
私
」
に
寄

り
添
う
よ
う
に
し
て
い
る
マ
ユ
ミ
さ
ん
も
魅
力
的
。

最
後
の
「
私
」
と
マ
ユ
ミ
さ
ん
の
、「
片
付
か
な
い
と

い
う
か
、
終
ら
な
い
わ
ね
」
／
「
あ
あ
、
終
ら
な
い
。

逆
に
、
終
る
も
の
っ
て
何
か
あ
る
の
か
な
」
と
い
う

対
話
に
も
印
象
深
い
も
の
が
あ
る
。

『
文
藝
軌
道
』
第
16
巻
、
第
１
号
掲
載
の
、
牧
亜

沙
美
「
鹿
南
道
場
の
春
」
は
、
文
政
十
二
年
と
い
う

時
代
設
定
で
は
じ
ま
る
、
旗
本
と
道
場
を
舞
台
に
し

た
歴
史
小
説
。
文
章
も
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
も
驚
く
ほ

ど
巧
み
。

そ
れ
ぞ
れ
旗
本
の
六
男
坊
で
、
友
人
の
犬
丸
左
源

太
と
松
波
新
之
助
が
そ
ろ
っ
て
そ
ば
屋
に
ゆ
く
と
こ

ろ
か
ら
物
語
は
は
じ
ま
る
。
評
判
の
美
人
を
見
に
ゆ

こ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
美
人
が
じ
つ
は
新

之
助
が
か
つ
て
通
っ
て
い
た
道
場
の
道
場
主
の
娘
、

深
雪
だ
と
分
か
る
。
道
場
主
だ
っ
た
深
雪
の
父
は
五

年
前
に
辻
切
り
に
あ
っ
て
、
道
場
も
閉
鎖
さ
れ
て
い

た
の
だ
っ
た
。
そ
の
道
場
を
左
源
太
の
助
け
も
得
て
、

新
之
助
は
再
建
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
タ
イ
ト
ル
に
あ

る
「
鹿
南（
し
か
な
み
）道
場
」
で
あ
る
（「
ろ
く
な

ん
道
場
」
と
も
読
め
る
仕
掛
け
）。
左
源
太
が
剣
の
達

人
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
門
弟
が
集

ま
っ
て
く
る
。

そ
れ
に
先
立
っ
て
新
之
助
に
は
祝
言
話
が
あ
っ
た

が
、
新
之
助
の
ほ
う
か
ら
断
っ
て
い
た
。
相
手
は
松

波
家
よ
り
ず
っ
と
大
き
な
旗
本
、
佐
橋
家
の
娘
、
菊

代
だ
っ
た
。
交
流
試
合
で
の
新
之
助
の
姿
を
見
て
、

菊
代
が
い
わ
ば
ひ
と
目
惚
れ
し
た
の
だ
っ
た
。
新
之

助
に
は
武
芸
に
秀
で
て
い
な
い
自
分
が
ど
う
し
て
好

意
を
も
た
れ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
あ
る
日
、
そ
の

菊
代
が
鹿
南
道
場
に
入
門
に
や
っ
て
来
る
…
。

深
雪
の
父
を
辻
切
り
し
た
張
本
人
が
菊
代
の
死
ん

だ
兄
で
、
竹
刀
で
は
左
源
太
に
劣
る
新
之
助
が
真
剣

を
も
つ
と
左
源
太
に
優
る
剣
術
家
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
…
、
と
物
語
は
息
も
つ
か
せ
な
い
形
で
展
開
し

て
ゆ
く
。
た
だ
し
、
文
政
十
二
年
と
い
え
ば
江
戸
の

後
期
、
前
年
に
は
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
も
起
こ
っ
て
い

る
。
す
で
に
日
本
の
外
交
が
緊
張
し
て
い
た
時
代
だ
。

こ
こ
で
は
新
之
助
、
左
源
太
、
深
雪
、
菊
代
の
四
人

の
関
係
に
閉
じ
て
い
る
が
、
も
う
す
こ
し
物
語
を
外

部
へ
と
開
い
て
ゆ
く
方
向
も
あ
る
気
が
す
る
。

『
文
宴
』
第
131
号
掲
載
の
、
藤
原
伸
久
「
雲
を
掴

む
」
は
、
異
性
に
も
同
性
に
も
性
的
な
関
心
を
も
た

な
い
若
い
男
女
の
、
ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
恋
愛
物
語
。

基
本
的
に
一
人
称
視
点
の
作
品
だ
が
、
作
者
は

「
私
」
と
か
「
僕
」
と
い
う
表
現
を
い
っ
さ
い
省
略

し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
主
人
公
、
ス
グ
ロ
は
昨
年

大
学
を
中
退
し
た
と
い
う
設
定
。
い
ま
は
ぶ
ら
ぶ
ら

し
た
状
態
で
、
近
く
の
神
社
の
お
み
く
じ
を
引
く
の

だ
け
が
日
課
の
よ
う
な
日
々
。
そ
の
神
社
で
、
不
思

議
な
巫
女
役
、
小
鈴
と
出
会
う
。

小
鈴
は
会
話
で
自
分
の
こ
と
を
「
俺
」
と
い
う
。

見
た
目
は
上
品
な
美
人
だ
け
に
、
そ
の
喋
り
方
に
は

か
な
り
落
差
が
あ
る
。
ど
う
や
ら
小
鈴
は
ス
グ
ロ
の

う
ち
に
自
分
と
同
様
の
性
的
関
心
の
欠
如
を
見
て
取

っ
て
、
近
づ
い
て
き
た
よ
う
だ
。
性
的
関
心
を
自
明

の
こ
と
と
す
る
社
会
で
は
、
二
人
は
か
け
が
え
の
な

い
同
志
な
の
だ
。
小
鈴
は
ス
グ
ロ
に
葬
儀
会
社
の
仕

事
を
紹
介
し
た
り
、
実
家
へ
連
れ
て
行
っ
て
恋
人
の

よ
う
に
紹
介
し
た
り
す
る
。

異
性
に
も
同
性
に
も
性
的
な
関
心
を
持
た
な
い
、

そ
の
意
味
で
天
使
の
よ
う
な
二
人
が
、
ど
の
よ
う
に

愛
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
タ
イ
ト
ル
に
あ
る

と
お
り
、
こ
れ
は
そ
う
い
う
文
字
ど
お
り
「
雲
を
掴

む
」
か
の
よ
う
な
恋
愛
譚
な
の
だ
。

一
方
『
文
宴
』
同
号
掲
載
の
、
中
田
重
顕
「
小
説

蓮
生
貴
子
」
は
、「
小
説
」
と
題
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

作
者
の
実
母
と
親
族
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
、
と
て

も
重
い
記
憶
を
、
重
厚
な
筆
致
で
書
き
継
い
だ
優
れ

た
作
品
。

九
十
六
歳
で
死
ん
で
ゆ
く
母
を
看
取
り
な
が
ら
、

自
分
が
産
み
落
と
さ
れ
た
満
洲
の
地
へ
の
旅
も
組
み

込
む
形
で
、
母
が
「
私
」
に
語
ら
な
か
っ
た
記
憶
が

一
つ
一
つ
開
か
れ
て
ゆ
く
。
戦
死
し
た
伯
父
、
生
れ

て
間
も
な
く
死
ん
だ
妹
、
夫
に
先
立
た
れ
る
宿
命
を

孫
に
い
た
る
ま
で
引
き
継
い
で
来
た
か
の
女
性
の
親

族
（
そ
れ
は
つ
い
に
は
「
私
」
の
娘
に
ま
で
お
よ
ぶ
）。

こ
う
い
う
作
品
を
読
む
と
、
文
学
の
使
命
と
い
う

こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て

の
文
学
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、

書
く
こ
と
の
本
質
的
な
意
味
の
一
つ
が
こ
の
作
品
に

は
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
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『
黄
色
い
潜
水
艦
』
第
70
号
掲
載
の
、
天
野
律
子

「
夢
の
残
り
・
タ
コ
」
は
、
年
老
い
た
逸
枝
（
八
十

歳
前
後
の
設
定
だ
ろ
う
か
）
が
、
地
域
の
老
人
会
の

お
茶
会
に
参
加
し
、
帰
り
に
医
院
で
マ
ッ
サ
ー
ジ
を

受
け
、
自
宅
に
た
ど
り
着
く
ま
で
を
淡
々
と
描
い
て

い
る
。
逸
枝
の
意
識
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
流
れ
に
そ

の
ま
ま
寄
り
添
う
よ
う
な
文
体
が
心
地
よ
い
。
タ
イ

ト
ル
に
あ
る
「
タ
コ
」
は
老
人
会
の
場
に
す
こ
し
居

残
っ
て
逸
枝
が
眺
め
る
絵
本
に
登
場
す
る
と
と
も
に
、

逸
枝
の
思
い
出
の
な
か
の
遊
具
で
も
あ
る
。

冒
頭
に
は
四
行
の
詩
が
置
か
れ
て
い
る
。「
瞳
を

描
き
加
え
た
ら
／
タ
コ
は
ヒ
ト
の
相
に
な
っ
た
／
怒

り
と
哀
し
み
が
／
八
本
の
足
を
震
わ
せ
て
い
る
」
こ

こ
に
は
、
お
だ
や
か
な
逸
枝
の
な
か
に
も
埋
火
の
よ

う
に
存
在
し
て
い
る
「
怒
り
と
哀
し
み
」
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

『
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｚ
Ｏ
Ｎ
』
第
496
号
掲
載
の
、
権
野
宏
子

「
泊
浜
」
は
、「
私
」
の
出
身
地
に
お
け
る
、
産
業

廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
建
設
の
是
非
を
め
ぐ
る
住
民

投
票
を
背
景
に
描
い
て
い
る
。

東
京
で
教
員
を
続
け
て
き
た
「
私
」
は
、
定
年
後

さ
ら
に
再
雇
用
の
五
年
間
を
勤
め
上
げ
た
。
そ
ん
な

と
き
、
幼
馴
染
み
の
次
郎
に
誘
わ
れ
て
、
住
民
投
票

に
反
対
票
を
投
じ
る
た
め
に
地
元
に
も
ど
る
。
地
元

で
は
、
反
対
の
昔
馴
染
み
も
い
る
が
、
賛
成
派
も
い

る
。
過
疎
化
し
て
ゆ
く
地
域
、
そ
の
な
か
で
の
所
有

地
の
売
買
も
絡
ん
で
、
ひ
と
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
。

廃
棄
物
処
分
場
の
建
設
と
と
も
に
、
集
落
の
一
つ
加

治
谷
が
埋
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
て
、
そ
の

加
治
谷
が
か
つ
て
「
鍛
冶
屋
」
の
集
落
だ
っ
た
と
い

う
歴
史
的
・
民
俗
学
的
な
事
実
も
語
ら
れ
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
次
郎
と
「
私
」
を
は
じ
め
、
地

元
の
人
間
関
係
も
大
事
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
が
、

全
体
に
も
う
す
こ
し
書
き
込
み
が
必
要
で
は
な
い
か
。

東
京
に
暮
ら
し
て
い
た
「
私
」
は
、
住
民
投
票
の
資

格
を
得
る
た
め
に
住
民
票
を
地
元
に
移
し
た
の
だ
ろ

う
か
（
地
元
に
投
票
の
三
ヶ
月
前
に
戻
っ
て
い
た
、

と
い
う
冒
頭
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
そ
の
時
点
で
住

民
票
を
移
し
た
、
と
い
う
こ
と
か
と
思
う
の
だ
が
）。

そ
れ
に
、
時
系
列
が
読
み
取
り
に
く
い
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
い
き
な
り
、
投
票
率
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

に
満
た
ず
、
開
票
さ
れ
な
か
っ
た
と
最
初
に
書
か
れ

て
い
て
、
そ
の
後
の
記
述
と
の
関
係
で
や
や
と
ま
ど

う
。
そ
れ
に
、
こ
れ
は
時
系
列
ど
お
り
に
書
か
れ
て

い
る
ほ
う
が
緊
張
感
が
出
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず

れ
に
し
ろ
、
現
在
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
切
実
に
問

わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
が
こ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。

『
Ｖ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
』
第
821
号
、
822
号
に
は
、
宇
江

敏
勝
「
狸
の
穴
」
と
同
「
雉
撃
ち
」
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
ど
ち
ら
も
作
者
の
世
界
を
た
っ
ぷ
り
堪
能
す

る
こ
と
が
で
き
る
。「
狸
の
穴
」
で
は
強
欲
な
男
が

穴
に
埋
め
ら
れ
る
非
情
な
結
末
、「
雉
撃
ち
」
で
は

牛
の
種
付
け
の
場
面
な
ど
に
と
く
に
惹
か
れ
た
。


