
文
芸
社
の
企
画
部
に
勧
め
ら
れ
、
私
は
「
奇
妙
な
～
」

ヽ

ヽ

ヽ

の
シ
リ
ー
ズ
化
を
密
に
狙
っ
て
い
た
。
今
回
の
著
作
は
、

い
わ
ば
そ
の
第
二
弾
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
。

一
人
の
彫
刻
家
の
生
き
て
い
た
存
在
の
重
さ
を
描
く
、

書
下
ろ
し
「
奇
妙
な
猫
た
ち
」
、
昭
和
三
十
八
年
豪
雪

を
背
景
に
し
た
併
載
「
新
雪
国
幻
想
」
、
二
つ
の
意
欲

的
な
短
編
を
文
芸
社
か
ら
上
梓
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
奇
妙
な
猫
た
ち
」
で
は
、
「
石
の
詩
人
」
と
嘱
望

さ
れ
な
が
ら
、
従
来
作
風
と
敢
え
て
異
な
る
二
体
の
石

の
十
一
面
観
音
菩
薩
像
を
彫
っ
て
逝
っ
た
、
安
曇
野
生

ま
れ
の
苦
悩
す
る
一
人
の
芸
術
家
を
描
い
た
。
安
曇
野

を
現
地
取
材
し
て
書
上
げ
た
。
猫
と
い
う
動
物
の
奇
妙

な
生
態
と
、
安
曇
野
の
風
土
や
自
然
が
織
成
す
素
晴
し

さ
を
詠
込
み
、
読
者
に
届
け
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

「
新
雪
国
幻
想
」
は
、
リ
メ
イ
ク
作
品
で
、
雪
女
郎

と
雪
蛇
を
登
場
さ
せ
、
三
八
豪
雪
の
惨
禍
の
中
で
過
ご

さ
ん
ぱ
ち

す
少
年
の
妖
し
い
空
想
を
描
い
た
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品

「
雪
」
は
、
私
の
想
い
出
深
い
作
品
で
改
稿
を
重
ね
て

い
る
。
新
潟
県
中
越
地
方
は
、
地
震
や
水
害
に
見
舞
わ

れ
復
興
の
途
上
に
あ
る
。
半
世
紀
前
の
長
岡
教
育
放
送

局
の
逸
話
が
、
復
興
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
手
法
を
駆
使
し
た
の
で
、

作
品
中
の
登
場
人
物
や
場
面
に
、
似
た
場
面
や
描
写
が

仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
全
て
作
者
の
創
造
の
産
物
で

あ
る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。
果
た
し
て
そ
れ
が
、

二
つ
の
テ
イ
ス
ト
の
異
な
る
作
品
共
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
世
界
と
融
合
し
、
相
乗
効
果
を
産
出
す
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
か
否
か
を
、
読
者
一
人
一
人
の
忌
憚
な
き

ご
意
見
と
し
て
ぜ
ひ
聞
か
せ
て
欲
し
い
。

今
年
の
二
月
、
文
芸
社
よ
り
信
州
松
本
舞
台
の

「
奇
妙
な
喫
茶
店
」
を
上
梓
し
た
。
動
機
は
、
二

ヽ

ヽ

人
のAr

ti
st

か
ら
刺
激
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
一

人
は
老
舗
の
瓦
屋
の
社
長
、
優
れ
た
群
馬
の
山
岳

写
真
家
で
、
も
う
一
人
は
最
近
3r

d
A
l
b
u
m

を
発

売
し
活
躍
の

S
in
ge
r
So
ng
W
ri
te
r

で
あ
っ
た
。

拙
著
「
奇
妙
な
喫
茶
店
」
は
、
一
部
地
域
で
予
想

ヽ

ヽ

外
に
好
評
だ
っ
た
。
松
本
中
心
の
中
南
信
地
域
で

あ
る
。
企
画
頭
書
か
ら
、
文
芸
社
の
方
々
か
ら
助
言

情
報
を
得
た
こ
と
も
大
変
嬉
し
く
、
感
謝
の
他
は
な

い
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｔ
Ｖ
長
野
局
が
、
番
組
の
イ
ブ
ニ
ン

グ
信
州
で
拙
著
の
書
籍
ラ
ン
キ
ン
グ
６
位
を
報
道

し
た
。
こ
れ
に
は
正
直
い
っ
て
驚
い
た
。
好
評
理

由
は
、
友
人
の
某
大
手
監
査
法
人
理
事
長
が
、
郷

里
松
本
を
愛
す
る
知
人
に
働
き
掛
け
て
く
れ
た
の

が
端
緒
と
な
っ
た
。
こ
の
友
人
の
働
き
掛
け
が
無
か
っ

た
ら
、
次
作
品
執
筆
の
筆
力
も
鈍
っ
て
い
た
と
思
う
。

こ
の
友
に
は
本
当
に
感
謝
し
て
い
る
。

私
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
そ
の
後
沢
山
の
感
想
や
励

ま
し
の
メ
ー
ル
を
戴
い
た
。
此
処
で
は
、
謹
呈
書
籍
に

寄
せ
ら
れ
た
、
親
し
い
友
人
・
諸
先
輩
た
ち
の
メ
ー
ル

や
手
紙
の
一
部
を
、
抜
粋
し
て
再
録
し
て
み
た
い
。

《
特
急
「
あ
ず
さ
」
に
恵
贈
書
籍
を
携
行
し
、
松
本

駅
到
着
前
に
読
み
終
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
信
州
、
松
本
、

ト
ン
ボ
祭
、
ジ
ャ
ズ
、
「
ま
る
も
」
、
そ
し
て
城
山
・
・

完
璧
に
あ
の
時
代
の
『
吾
』
に
戻
り
ま
し
た
。
も
っ
と

も
、
私
の
ジ
ャ
ズ
は
横
浜
で
は
な
く
新
宿
で
、
「
き
ー

よ
」
や
「
ヨ
ッ
ト
」
で
ブ
ル
ー
ノ
ー
ト
を
、
「
プ
レ
ス

テ
ー
ジ
」
「
サ
ボ
イ
」
で
イ
ー
ス
ト
コ
ー
ス
ト
を
聞
き

ま
く
る
も
の
で
し
た
。
ラ
イ
ブ
の
記
憶
は
余
り
な
く
、

マ
イ
ル
ス
や
ジ
ャ
ズ
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
ズ
の
初
来
日
を

厚
生
年
金
で
聞
い
た
感
動
が
懐
か
し
い
で
す
。
と
い
う

訳
で
、
そ
の
夕
方
何
十
年
振
り
か
で
喫
茶
店
「
ま
る
も
」

に
寄
り
ま
し
た
。
壁
に
モ
ジ
リ
ア
ー
ニ
の
絵
は
無
か
っ

た
け
れ
ど
、
殆
ん
ど
昔
の
ま
ま
で
、
オ
ー
ナ
ー
の
ジ
ュ

ニ
ア
が
コ
ー
ヒ
ー
を
い
れ
て
く
れ
ま
し
た
。
お
父
さ
ん

も
元
気
の
由
。
少
し
ば
か
り
の
伝
手
も
あ
っ
た
の
で
、

鶴
林
堂
に
人
を
介
し
て
お
願
い
し
、
社
長
に
販
促
書
店

と
な
っ
て
く
れ
る
了
解
を
頂
き
ま
し
た
。
文
芸
社
と
は

近
い
関
係
に
あ
り
、
確
実
に
注
文
し
、
内
容
も
理
解
の

上
相
応
の
陳
列
を
し
て
く
れ
る
そ
う
で
す
。
な
お
十
冊

程
私
に
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
松
本
を
こ
よ
な
く
愛
す
る

人
達
に
贈
呈
し
て
宣
伝
し
て
も
ら
い
ま
す
。
今
朝
の
松

本
は
零
下
５
℃
、
長
野
駅
は
２
０
㌢
の
雪
、
東
京
の
暖

か
さ
に
驚
い
て
い
ま
す
。
以
下
取
急
ぎ
ご
報
告
ま
で
。
》

《
小
池
光
氏
の
序
文
は
す
ば
ら
し
い
文
章
で
す
。
わ

が
こ
と
に
よ
う
に
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。
思
い
掛
け
な
い

人
と
の
出
会
い
は
「
い
く
つ
か
の
偶
然
に
よ
っ
て
」
起

き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る

偶
然
の
出
来
事
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す
。
そ

れ
は
常
に
創
造
活
動
や
真
理
探
究
を
め
ざ
し
て
努
力
す

る
人
に
与
え
ら
れ
る
特
別
な
ご
褒
美
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
い
つ
ま
で
も
若
々
し
い
気
力
を
も
ち
つ
づ
け

て
、
行
動
し
て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
今
回
の

出
版
の
こ
と
本
当
に
よ
か
っ
た
。
》

《
時
に
何
処
か
寂
し
げ
で
空
想
的
な
印
象
の
あ
の
上

司
が
、
二
足
の
草
鞋
を
新
た
に
履
い
た
の
で
す
ね
。
甘

く
切
な
い
の
に
、
妙
に
写
実
的
な
小
説
の
出
版
に
先
ず

乾
杯
を
捧
げ
ま
す
。
本
書
を
読
ん
で
、
技
術
一
徹
で
あ
っ

た
時
で
も
文
学
の
才
能
を
か
い
ま
見
え
た
こ
と
が
今
に

し
て
沸
々
と
思
い
起
こ
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
数
多

く
の
知
人
と
そ
の
交
流
、
数
々
の
科
学
雑
誌
へ
の
投
稿
、

驚
嘆
す
る
パ
イ
プ
レ
ス
プ
ラ
ン
ト
の
発
想
な
ど
、
将
来

を
見
据
え
た
着
想
と
広
範
囲
な
活
動
に
何
か
惹
き
つ
け

ら
れ
る
も
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
文
学
を
学
び
、
科
学

を
知
り
、
相
反
す
る
も
の
を
新
た
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
融
合
さ

せ
た
小
説
に
は
驚
き
と
新
鮮
さ
を
覚
え
ま
す
。
束
の
間

で
あ
っ
た
石
化
時
代
に
浮
か
さ
れ
た
多
く
の
技
術
者
の

中
に
、
吾
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
日
本
人
は
日
本
人
ら

し
く
、
足
元
を
見
つ
め
、
そ
し
て
し
っ
か
り
と
将
来
を

見
渡
せ
る
先
輩
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
本
書
で
あ
る
。
》
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出
版
随
想
録-

Ⅳ
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五
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え
ぞ
う
ぷ
」
の
人
々

た
な
か
踏
基



《
さ
て
、
貴
兄
が
各
方
面
に
お
い
て
類
稀
な
才
能
に
恵

ま
れ
、
活
動
さ
れ
て
こ
れ
た
こ
と
は
、
小
池
さ
ん
の
序

文
を
読
む
ま
で
も
な
く
誠
羨
ま
し
い
限
り
で
す
。
人
生

の
区
切
り
と
し
て
出
版
に
踏
切
ら
れ
た
こ
と
も
情
熱
の

証
と
感
嘆
致
し
ま
す
。
小
説
か
ら
は
高
校
時
代
に
対
す

る
郷
愁
と
い
う
か
、
こ
だ
わ
り
の
深
さ
を
感
じ
ま
す
。

短
歌
の
古
語
の
使
い
方
に
違
和
感
を
覚
え
つ
つ
も
、
微

妙
な
息
遣
い
の
面
白
さ
が
あ
る
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

更
な
る
ご
健
筆
を
。
私
自
身
は
、
非
才
を
嘆
じ
つ
つ
も

そ
の
後
の
俳
句
の
勉
強
を
重
ね
て
降
り
ま
す
。
》

《
本
恵
贈
戴
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
貴
君
の
文
才

に
つ
い
て
は
不
幸
に
し
て
知
ら
ず
驚
い
て
い
ま
す
。
月

末
ま
で
多
忙
で
余
裕
が
無
い
の
で
、
月
末
に
読
む
の
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
何
は
と
も
あ
れ
、
早
速
ラ
ッ

キ-

セ
ブ
ン
の
七
冊
を
購
入
し
知
人
に
配
布
致
し
ま
す
。

二
月
に
入
っ
て
か
ら
、
貴
君
の
都
合
の
良
い
日
に
北
上

尾
Ｐ
Ａ
Ｐ
Ａ
の
例
の
居
酒
屋
で
祝
杯
を
挙
げ
、
そ
の
折

に
貴
君
か
ら
引
き
渡
し
て
戴
く
と
い
う
案
は
如
何
で
し
ょ

う
か
？
厚
か
ま
し
い
で
す
か
？
》

《
三
月
に
し
て
は
寒
い
日
が
こ
こ
信
州
で
は
続
い
て

お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
頃
は
少
し
暖
か
く
な
っ
て
、
お

彼
岸
を
迎
え
ま
し
た
。
一
ケ
月
程
前
、
お
姉
さ
ま
よ
り

踏
基
さ
ん
の
こ
と
お
聞
き
し
て
び
っ
く
り
致
し
ま
し
た
。

お
姉
さ
ま
と
は
、
も
う
五
、
六
年
も
ご
一
緒
に
俳
句
で

あ
そ
ん
で
お
り
ま
し
た
の
に
・
・
・
丁
度
、
俳
句
の
お

仲
間
の
句
集
出
版
の
祝
賀
会
の
折
に
弟
さ
ん
が
踏
基
さ

ん
と
お
聞
き
し
て
・
・
・
し
ば
ら
く
し
て
「
奇
妙
な
喫

茶
店
」
の
ご
本
を
戴
き
ま
し
た
。
出
版
さ
れ
て
間
も
な

く
の
時
で
し
た
。
一
見
、
漢
字
は
多
い
し
、
字
は
小
さ

い
し
、
何
だ
か
読
み
に
く
そ
う
な
印
象
で
し
た
が
、
読

み
は
じ
め
ま
し
た
ら
面
白
く
て
憑
か
れ
た
よ
う
に
読
み

終
わ
り
ま
し
た
。
「
松
本
」
「
ま
る
も
」
「
梓
川
」

「
松
本
電
鉄
」
「
新
島
々
」
等
、
私
の
住
ん
で
い
る
こ

の
周
辺
が
舞
台
な
の
で
と
て
も
身
近
に
感
じ
乍
ら
読
み

ま
し
た
。
何
で
も
ず
い
ぶ
ん
お
若
い
時
に
書
か
れ
た
小

説
と
い
う
こ
と
で
、
や
は
り
す
ご
い
な
ア
と
感
服
致
し

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
何
人
か
の
友
達
に
ま
わ
し
て
読
ん

で
戴
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
お
も
し
ろ
い
小

説
を
出
版
し
て
下
さ
い
ま
せ
。
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま

す
。
で
は
御
身
体
お
大
事
に
な
さ
っ
て
下
さ
い
ま
せ
。
》

全
国
配
本
は
や
は
り
荷
が
重
か
っ
た
。

所
詮
素
人
作
家
、
全
国
的
な
知
名
度
の
低
さ
は

ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
、

松
本
の
鶴
林
堂
書
店
と
上
尾
の
高
砂
屋
書
店
の
両
書

店
さ
ん
に
は
、
積
極
的
に
支
援
し
て
戴
い
た
。
特

に
上
尾
の
某
氏
は
、
店
頭
平
積
み
販
売
の
み
な
ら

ず
、
店
中
央
柱
に
地
元
作
家
の
特
別
コ
ー
ナ
を
設

け
、
支
援
を
継
続
し
て
く
れ
た
。
「
次
作
も
必
ず
店

頭
に
平
積
み
し
ま
す
」
口
約
束
で
は
あ
る
が
、
こ
の

言
葉
は
実
に
嬉
し
く
励
み
に
な
っ
た
。
他
に
も
、

地
元
の
ダ
ン
ス
教
室
や
ス
ポ
ー
ツ
倶
楽
部
の
読
書
好

き
の
仲
間
に
、
お
世
話
に
な
り
感
謝
し
て
い
る
。

版
元
か
ら
僅
か
で
あ
る
が
、
印
税
が
入
る
知
ら

せ
を
受
け
た
。
気
を
良
く
し
、
次
作
品
の
執
筆
に

着
手
し
た
。
安
曇
野
舞
台
の
書
下
ろ
し
「
奇
妙
な

猫
た
ち
」
、
高
校
級
友
の
某
彫
刻
家
の
話
百
四
十

枚
、
余
勢
で
リ
メ
イ
ク
作
品
「
新
雪
国
幻
想
」
豪

雪
テ
ー
マ
百
枚
を
一
挙
に
脱
稿
し
た
。
地
元
文
芸

誌
用
と
自
分
の
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
の
随
想
録
を
加
え
る
と
、

二
ケ
月
余
り
で
ゆ
う
に
三
百
数
十
枚
の
原
稿
用
紙
の

枡
目
を
埋
め
た
計
算
と
な
る
。
私
は
定
年
ま
で
一
貫

し
て
、
技
術
屋
で
飯
を
喰
っ
た
身
で
あ
る
。
然
も
文

学
の
実
作
は
、
十
代
～
二
十
代
前
半
で
約
半
世
紀
前

に
過
ぎ
な
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
噴
出
が
、
何
処
か
ら

発
生
し
た
の
か
我
な
が
ら
不
思
議
で
あ
っ
た
が
、
稚

拙
な
同
人
誌
「
え
ぞ
う
ぷ(

=

イ
ソ
ッ
プ)
」
に
原
点

が
あ
る
と
や
っ
と
最
近
気
付
い
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
七
月
に
次
作
「
奇
妙
な
猫
た
ち
」
取
材
を

兼
ね
て
久
々
に
松
本
に
行
く
機
会
を
得
た
。
拙
著

「
奇
妙
な
喫
茶
店
」
上
梓
の
際
に
、
茶
房
「
ま
る
も
」

オ
ー
ナ
新
田
貞
雄
氏
、
配
本
の
鶴
林
堂
書
店
他
の
人
々

に
お
世
話
に
な
っ
た
の
で
、
直
接
ご
挨
拶
し
て
お
き

た
か
っ
た
。
更
に
加
え
て
私
の
松
本
行
き
に
は
、
二

つ
の
目
的
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
高
校
四
十
五
年
振

り
の
同
期
会
参
加
、
二
つ
目
は
、
昔
の
同
人
雑
誌

「
え
ぞ
う
ぷ
」
復
刊
の
相
談
で
あ
る
。

高
校
時
代
一
年
休
学
し
た
私
に
と
っ
て
、
唯
一
無

聊
を
慰
め
る
場
所
が
茶
房
「
ま
る
も
」
で
あ
っ
た
。

今
回
は
特
に
、
三
十
歳
も
年
齢
の
離
れ
た
旧
知
の
友

同
志
の
弾
む
会
話
で
、
私
は
時
の
経
つ
の
も
忘
れ
て

い
た
。
新
田
老
は
、
松
本
市
の
文
化
活
動
の
生
き
字

引
的
な
存
在
の
人
で
あ
る
。
黒
眼
鏡
は
弱
っ
た
視
力

の
た
め
で
あ
る
が
、
九
十
歳
を
全
く
感
じ
さ
せ
な
い

程
お
元
気
で
あ
っ
た
。
半
世
紀
も
変
ら
ぬ
奇
妙
な
人

で
あ
る
。
茶
房
「
ま
る
も
」
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と

松
本
民
芸
家
具
の
喫
茶
店
と
し
て
、
人
々
に
御
馴
染

で
あ
る
が
、
あ
の
場
所
で
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
タ
ン
ゴ
の

曲
が
鳴
り
、
ま
し
て
新
田
老
が
、
タ
ン
ゴ
を
踊
っ
た

人
と
、
知
っ
て
居
る
者
が
果
た
し
て
何
人
い
る
で
あ

ろ
う
か
。
今
度
来
松
の
折
に
は
ぜ
ひ
、
「
ま
る
も
旅

館
」
に
泊
ま
っ
て
く
れ
と
懇
願
さ
れ
た
。
正
に

「
奇
妙
な
喫
茶
店
」
の
奇
妙
な
老
人
で
あ
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

初
参
加
の
同
期
会
は
、
松
本
里
山
辺
美
ヶ
原
温
泉

郷
の
ホ
テ
ル
翔
峰
で
開
催
さ
れ
た
。
半
世
紀
ぶ
り
の

出
逢
い
、
最
初
殆
ど
素
性
が
判
ら
な
か
っ
た
が
、
朧

気
な
記
憶
が
甦
る
と
高
校
時
代
の
顔
が
浮
ん
で
き
た
。

拙
著
に
つ
い
て
は
、
書
名
を
知
っ
て
い
て
も
、
私
の

執
筆
と
知
る
者
は
極
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

昔
の
同
人
誌
「
え
ぞ
う
ぷ
」
の
執
筆
者
は
、
高
校

時
代
の
文
学
部
、
新
聞
部
、
交
友
誌
所
属
の
当
時
生

意
気
盛
り
で
、
現
在
消
息
が
判
明
し
て
い
る
の
は
、

久
保
田
喜
正
、
高
橋
昭
一
、
守
屋
義
雄
、
吉
田
邦
幸
、

同
人
で
は
な
い
が
女
性
寄
稿
者
、
不
肖
私
の
六
人
で

あ
る
。
松
本
に
い
る
、
二
人
の
仲
間
の
復
刊
の
意
向

を
聞
き
、
感
触
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
人
誌
の
表
紙
を
描
い
た
、
画
家
・
絵
本
作
家
の

- 2 -



友
、
久
保
田
喜
正
君
と
は
、
六
月
末
恵
比
寿
三
越
の

個
展
会
場
で
賛
意
を
得
て
い
た
。
同
じ
高
校
休
学
仲

間
で
、
松
本
の
我
家
に
遊
び
に
き
た
こ
と
が
あ
る
久

保
田
君
で
あ
る
。
昔
詩
人
の
久
保
田
君
が
、
無
料
に

て
復
刊
の
表
紙
を
描
い
て
く
れ
る
と
約
束
し
て
く
れ

た
。
今
描
く
彼
の
絵
は
、
正
に
詩
の
雰
囲
気
が
あ
る
。

同
道
し
た
友
の
フ
ァ
ン
の
一
人
、
家
内
お
気
に
入
り

の
絵
を
二
点
購
入
し
た
。
過
去
の
一
枚
と
合
せ
て
、

都
合
三
枚
友
の
絵
が
、
今
上
尾
の
我
家
に
あ
る
。

同
期
会
の
前
日
、
高
橋
昭
一
君
の
案
内
で
、
著
名

な
源
智
の
井
戸
近
傍
に
住
む
、
元
同
人
で
塾
経
営
者

守
屋
義
雄
君
に
逢
う
。
「
茶
か
」
で
三
人
で
昼
飯
を

食
べ
た
。
守
屋
君
は
、
当
時
交
友
誌
の
編
集
、
高
橋

君
は
文
学
部
で
詩
人
で
あ
っ
た
。
私
は
、
守
屋
君
の

勧
め
で
、
京
都
大
学
新
聞
社
主
催
の
懸
賞
小
説
に
、

幼
稚
な
作
品
で
応
募
し
て
初
入
選
し
た
。
い
わ
ば
実

作
の
恩
人
が
守
屋
君
で
あ
る
。
守
屋
君
は
、
塾
経
営

の
体
験
か
ら
本
を
出
版
し
、
松
本
市
民
タ
イ
ム
ス
常

連
コ
ラ
ム
執
筆
者
で
あ
る
。
「
安
曇
野
物
語
」
玄
人

好
み
の
Ｈ
Ｐ
管
理
者
、
写
真
機
片
手
に
県
内
を
取
材

で
飛
回
り
、
三
つ
の
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
発
刊
す
る

言
わ
ば
編
集
長
、
そ
れ
が
今
の
高
橋
君
で
あ
る
。

昔
、
創
作
活
動
、
今
俳
句
修
行
中
の
、
東
京
在
住

吉
田
邦
幸
君
と
は
、
仕
事
で
旧
ソ
連
に
海
外
出
張
の

お
り
、
私
は
偶
然
モ
ス
ク
ワ
で
バ
ッ
タ
リ
遭
遇
し
た

経
緯
が
あ
る
。
吉
田
君
は
某
大
手
商
社
の
ソ
連
駐
在

員
で
あ
っ
た
。
五
木
寛
之
に
憧
れ
、
同
じ
早
稲
田
の

露
文
専
攻
、
卒
業
し
て
ソ
連
駐
在
勤
務
と
な
っ
た
。

今
回
松
本
で
は
逢
え
な
か
っ
た
が
、
東
京
で
高
橋
君

等
と
飲
も
う
と
再
会
を
約
束
し
て
い
る
。
最
後
に
寄

稿
者
の
才
媛
の
女
性
で
あ
る
が
、
当
時
短
歌
「
昔
日
」

四
首
を
同
人
誌
に
寄
稿
し
て
く
れ
て
い
る
。

昔
の
「
え
ぞ
う
ぷ
」
の
人
々
は
、
か
よ
う
に
濃
淡
の

差
は
あ
る
が
、
物
書
き
や
画
家
と
し
て
実
作
を
今
も
昔

も
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
十
代
後
半
に
宗
旨
替

え
し
て
実
作
か
ら
遠
ざ
か
り
、
定
年
後
に
至
っ
て
、
お

ま
け
の
人
生
と
達
観
し
、
や
っ
と
昔
の
夢
を
追
い
掛
け

始
め
た
私
が
最
も
不
遜
で
不
心
得
者
で
あ
る
。

今
回
併
載
「
新
雪
国
幻
想
」
は
、
京
都
大
学
新
聞
社

の
入
選
作
品
「
雪
」
の
リ
メ
イ
ク
で
あ
る
。
恥
か
し
な

が
ら
、
今
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
が
、
「
雪
」
の
原
作

と
も
見
做
せ
る
幼
稚
な
作
品
が
、
何
と
数
十
年
前
の

「
え
ぞ
う
ぷ
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

処
女
作
「
雪
」
に
性
懲
り
も
無
く
固
執
す
る
私
の
青

さ
は
、
呆
れ
る
ば
か
り
で
成
長
の
痕
も
な
い
が
、
「
え

ぞ
う
ぷ
」
復
刊
号
は
、
冊
子
形
式
で
は
な
く
、
き
ち
ん

と
ド
メ
イ
ン
を
採
っ
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
同
人
誌
と
し
て
発
足

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
今
後
、
元
同
人
の
み
な
ら

ず
Ｗ
Ｅ
Ｂ
同
人
誌
に
興
味
を
持
っ
て
戴
け
る
人
々
か

ら
の
寄
稿
も
お
お
い
に
歓
迎
し
た
い
。
当
時
の
「
え

ぞ
う
ぷ
」
創
刊
号
の
あ
と
が
き
に
生
意
気
な
以
下
の
文

章
が
読
め
る
。

〈
現
代
資
本
主
義
に
生
き
て
い
る
我
々
は
、
な
ん
ら
か
の

形
で
虚
無
感
を
せ
お
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。
こ
の
虚
無
か

ら
の
脱
出
に
は
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
る
が
、
現
状
の
社
会
か
ら
創
り
出
す
文
学
は
、

や
は
り
そ
れ
な
り
の
文
学
で
あ
る
。
だ
が
今
を
乗
り
越
え

た
も
の
を
創
る
に
は
、
我
々
自
身
の
積
極
的
行
動
に
よ
っ

て
、
次
の
文
学
も
保
障
さ
れ
る
。
我
々
は
観
念
的
に
心
の

奥
へ
奥
へ
と
向
う
気
持
ち
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
行
動
と
と

も
に
、
自
己
の
可
動
性
を
拡
げ
る
形
で
進
め
て
ゆ
き
、
同

時
に
そ
れ
が
文
学
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。
こ

こ
に
同
人
雑
誌
が
歩
み
は
じ
め
る
源
が
あ
る
。
〉

今
回
守
屋
義
雄
君
の
伝
手
で
梅
本
浩
志
氏
か
ら
、
作

品
評
を
賜
っ
た
の
は
、
誠
に
身
に
余
る
光
栄
で
あ
る
。

梅
本
浩
志
氏
は
通
信
社
の
現
役
記
者
時
代
か
ら
独
自

の
海
外
ル
ポ
活
動
を
行
い
、
『
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
の
夏
』

で
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
の
確
固
と
し
た
地
位
を
確
立

し
、
近
年
で
は
思
想
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
多
面
的
な

執
筆
活
動
を
展
開
し
、
『
チ
ャ
タ
レ
イ
革
命
』
や
『
島

崎
こ
ま
子
の
「
夜
明
け
前
」
』(

い
ず
れ
も
社
会
評
論
社

刊
行
）
で
高
い
評
価
を
得
て
、
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

作
家
と
し
て
も
そ
の
地
位
を
不
動
の
も
の
と
し
て
い
る
。

私
の
京
都
大
学
新
聞
社
入
選
作
、
「
雪
」
の
選
者
の

一
人
は
野
間
宏
で
あ
っ
た
。
前
著
島
崎
こ
ま
子
と
野
間

宏
と
の
糊
合
い
、
前
拙
著
「
奇
妙
な
喫
茶
店
」
序
文
の

短
歌
の
重
鎮
小
池
光
氏
の
描
く
、
『
二
足
の
草
鞋
』
論

の
桑
原
武
夫
教
授
が
、
何
と
梅
本
氏
の
卒
論
審
査
委
員

だ
っ
た
等
、
「
新
雪
国
幻
想
」
が
昔
の
リ
メ
イ
ク
で
あ

る
事
を
想
え
ば
、
不
思
議
な
縁
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

木
曾
で
御
眼
に
掛
か
っ
た
梅
本
浩
志
氏
、
及
び
紹
介
の

労
の
守
屋
義
雄
君
に
も
衷
心
か
ら
謝
意
を
表
し
た
い
。

高
橋
昭
一
君
は
、
自
宅
保
存
の
「
え
ぞ
う
ぷ
」
を
わ

ざ
わ
ざ
拙
宅
ま
で
送
付
し
て
く
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
今

回
の
「
奇
妙
な
猫
た
ち
」
現
地
松
本
、
安
曇
野
取
材
面

で
も
協
力
し
て
く
れ
た
。
大
王
わ
さ
び
農
園
に
、
彫
刻

家
の
初
期
五
作
品
が
あ
る
が
、
高
橋
君
が
、
事
前
調
査

し
て
く
れ
て
い
て
案
内
し
て
く
れ
た
。
作
品
舞
台
の
二

つ
の
寺
や
他
の
場
所
を
、
自
分
の
車
で
廻
る
予
定
に
し

て
い
た
の
だ
が
、
土
地
勘
の
な
い
私
一
人
で
は
果
た
し

て
、
取
材
成
果
を
上
げ
ら
れ
た
か
ど
う
か
判
ら
な
い
。

全
く
高
橋
君
に
は
感
謝
の
言
葉
も
無
い
。

拙
著
を
購
入
戴
い
た
、
信
州
と
地
元
の
好
書
家
の
方
々

に
は
、
誌
面
を
借
り
て
お
礼
を
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

前
回
同
様
、
文
芸
社
編
集
部
山
崎
謙
氏
と
菊
池
富
民
子

さ
ん
に
は
原
稿
の
段
階
か
ら
、
目
次
挿
絵
で
は
若
手
漫

画
家
の
中
川
ゆ
ー
い
さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

最
後
に
、
彫
刻
家
故
高
嶋
文
彦
君
の
魂
に
哀
悼
の
祈

り
を
捧
げ
る
。
遺
族
の
高
嶋
夫
人
か
ら
墓
参
の
折
に
話

を
伺
っ
た
こ
と
、
勝
手
気
儘
に
、
時
間
の
観
念
無
く
起

床
し
、
小
説
や
随
想
の
執
筆
を
容
認
し
、
無
形
の
援
助

で
支
え
て
く
れ
た
家
内
に
も
合
せ
て
感
謝
し
た
い
。

了

平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
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