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は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
作
品
「
十
円
札
」
は
、
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
九
月
一
日
発
行

の
『
改
造
』
第
六
巻
第
九
号
（「
秋
季
特
別
号
」）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
作
品
は
、
作
家
兼
教
師
・
堀
川
保
吉
を
主
人
公
と
し
た
所
謂
「
保
吉
も
の
」
と
称

さ
れ
る
シ
リ
ー
ズ
の
一
篇
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
唯
一
、
生
前
の
単
行
本
に
は
収
め

ら
れ
て
い
な
い
。
本
作
以
前
の
も
の
は
全
て
『
黄
雀
風
』）

1
（

所
収
、
以
後
の
作
「
早

春
」）

2
（

は
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』）

3
（

所
収
で
あ
る
。

「
保
吉
も
の
」
は
従
来
、
芥
川
が
歴
史
小
説
を
中
心
と
す
る
作
風
か
ら
現
代
小
説

へ
と
移
行
し
て
い
く
過
渡
期
の
作
品
群
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
や
、
主
人
公
で
あ
る

保
吉
を
、
創
作
の
傍
ら
海
軍
機
関
学
校
の
英
語
教
師
を
務
め
た
作
家･

芥
川
自
身
と

捉
え
、
私
小
説
の
一
種
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
論
じ

ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。「
十
円
札
」
に
お
い
て
は
、
大
西
永
昭
氏
の

「〈
十
円
札
〉
と
作
家
の
〈
威
厳
〉

―
芥
川
龍
之
介
「
十
圓
札
」
試
論

―
」）

4
（

を
挙

げ
る
に
止
ま
り
、
作
品
が
未
だ
独
立
し
た
一
小
説
と
し
て
評
価
を
加
え
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
が
伺
え
よ
う
。
掲
載
時
期
に
つ
い
て
も
、
全
十
作
品
の
う
ち
八
作
品
が
こ
の

作
品
と
同
年
も
し
く
は
前
年
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
シ
リ
ー
ズ
も
の
と
し
て

の
印
象
が
強
く
な
る
こ
と
は
避
け
難
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
各
作
品
に
は
日
常
体
験
を
通
じ
た
保
吉
の
思
考
の
変
遷
が
描
か

れ
て
お
り
、
個
々
の
作
品
を
深
く
考
察
す
る
こ
と
で
、
作
品
群
と
し
て
捉
え
直
し
た

際
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
評
価
軸
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

た
。
本
論
で
は
作
品
研
究
の
可
能
性
を
広
げ
る
べ
く
、
独
自
の
解
釈
を
試
み
た
い
。

物
売
り

保
吉
は
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
通
勤
列
車
を
待
ち
な
が
ら
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
六
十

何
銭
し
か
な
い
こ
と
を
不
愉
快
に
思
っ
て
い
た
。
日
々
の
生
活
に
は
事
足
り
る
が
、

保
吉
が
思
い
描
く
作
家
的
な
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
一
週
に
一
度
は
東
京
へ
行
か

ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
給
料
日
を
二
週
間
後
に
控
え
、
あ
ら
ゆ
る
金
策
を
講
じ
て

も
日
曜
日
に
東
京
へ
出
か
け
る
資
金
は
集
ま
ら
な
い
。

保
吉
は
気
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
巻
煙
草
を
燻
ら
せ
よ
う
と
、
物
売
り
に
「
朝
日
を

く
れ
給
へ
。」
と
声
を
掛
け
る
。
だ
が
、
横
柄
な
態
度
で
新
聞
か
煙
草
か
と
問
い
返

さ
れ
た
こ
と
に
苛
立
ち
を
覚
え
、「
ビ
イ
ル
！
」
と
言
い
放
っ
て
、
物
売
り
を
一
蹴

芥
川
龍
之
介
「
十
円
札
」
論
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す
る
。

保
吉
は
元
よ
り
、「
我
々
の
生
命
を
阻
害
す
る
否
定
的
精
神
の
象
徴
」
と
し
て
、

物
売
り
を
目
の
敵
に
し
て
い
た
。「
我
々
」
と
は
恐
ら
く
彼
を
含
む
芸
術
家
全
般
の

こ
と
で
あ
り
、
実
生
活
に
即
さ
な
い
空
想
の
世
界
を
売
る
彼
ら
と
、
実
生
活
に
必
要

な
品
物
を
提
供
す
る
物
売
り
が
相
容
れ
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
保
吉
は
芸
術
家

と
し
て
、
実
生
活
に
必
要
な
物
よ
り
も
豊
か
な
物
を
売
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
が
あ

り
、
物
質
が
全
て
と
ば
か
り
に
居
丈
高
な
態
度
で
生
活
用
品
を
売
る
物
売
り
に
、
強

い
反
発
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
日
は
殊
に
虫
の
居
所
が
悪
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
自
身
の
言
葉
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
怒
り
を
覚
え
、
聊
か
大
人
気
な

い
態
度
で
物
売
り
を
困
ら
せ
て
、
あ
た
か
も
戦
に
勝
利
し
た
か
の
よ
う
な
気
分
に

浸
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
他
の
「
保
吉
も
の
」
同
様
、
作
中
で
展
開
さ
れ
る
出
来
事
を
、
数
年

後
か
ら
俯
瞰
す
る
と
い
う
構
図
で
描
か
れ
て
お
り
、
視
点
人
物
は
時
に
身
勝
手
な
保

吉
の
振
舞
い
に
も
、
批
評
的
な
冷
静
さ
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
こ
こ
で
も
保
吉
が
狼

狽
す
る
物
売
り
を
見
て
、
ハ
バ
ナ
を
吸
う
よ
り
も
愉
快
だ
と
溜
飲
を
下
げ
つ
つ
プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
歩
い
て
い
く
様
を
、「
丁
度
ワ
グ
ラ
ム
の
一
戦
に
大
勝
を
博
し
た

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
や
う
」
で
あ
る
と
描
写
し
て
い
る
。
無
自
覚
な
が
ら
も
、
物
売
り
を

遣
り
込
め
て
あ
た
か
も
芸
術
が
実
生
活
に
勝
利
し
た
か
の
よ
う
に
得
意
に
な
っ
て
い

る
保
吉
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
譬
え
る
こ
と
で
、
そ
の
独
り
よ
が
り
な
滑
稽
さ
を
一
層
強

調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

窮
乏

保
吉
は
降
車
後
、
悲
劇
と
は
地
獄
の
業
苦
を
受
け
る
こ
と
で
な
く
、
業
苦
を
業
苦

と
感
ぜ
ず
に
い
る
こ
と
だ
と
、
歩
き
な
が
ら
考
え
る
。
そ
し
て
週
に
一
度
の
東
京
行

き
は
、
そ
の
悲
劇
の
外
へ
「
躍
り
出
す
」
た
め
の
行
為
で
あ
る
と
し
、
六
十
何
銭
し

か
持
た
ぬ
今
で
は
、
そ
れ
す
ら
も
叶
わ
ぬ
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

す
る
と
そ
こ
に
主
席
教
官
の
粟
野
先
生
が
や
っ
て
来
て
、
彼
の
娘
が
昨
日
退
院
し

た
ば
か
り
だ
と
知
る
。
語
学
的
天
才
た
る
粟
野
先
生
に
は
保
吉
も
一
目
置
い
て
お

り
、
英
語
の
教
科
書
に
難
解
の
個
所
を
発
見
す
る
度
、
あ
る
い
は
辞
書
を
引
く
の
が

億
劫
な
時
に
教
え
を
請
う
相
手
で
あ
る
。
だ
が
保
吉
は
そ
の
語
学
的
天
才
よ
り
も
、

無
造
作
に
解
決
で
き
る
簡
単
な
質
問
に
も
、
一
思
案
を
装
っ
て
か
ら
答
え
る
偽
善
者

的
態
度
に
尊
敬
を
払
っ
て
い
る
。
上
下
関
係
を
好
ま
ず
、
教
え
る
側
と
し
て
優
位
に

立
つ
こ
と
で
相
手
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
下
手
な
芝
居
を
打

つ
彼
の
優
し
さ
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

粟
野
先
生
は
保
吉
に
、
相
変
わ
ら
ず
日
曜
毎
に
東
京
に
出
か
け
て
い
る
の
か
と
尋

ね
る
。
保
吉
は
、
貧
困
の
た
め
明
日
は
東
京
行
き
を
断
念
し
た
と
伝
え
る
。
粟
野
先

生
は
、
保
吉
が
月
給
の
他
に
も
莫
大
な
原
稿
料
を
得
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
た
め
驚

き
を
隠
せ
な
い
。
す
る
と
保
吉
は
忽
ち
熱
心
に
、
売
文
に
糊
口
す
る
こ
と
の
困
難
さ

を
弁
じ
出
す
。
保
吉
は
生
来
の
「
詩
的
情
熱
」
に
よ
り
、
意
識
的
に
誇
張
し
た
売
文

の
悲
劇
に
一
人
感
激
し
、
平
生
の
痩
せ
我
慢
も
忘
れ
、
手
持
ち
が
六
十
何
銭
し
か
な

い
こ
と
を
得
意
げ
に
吹
聴
す
る
の
で
あ
る
。

借
金

保
吉
は
教
官
室
の
机
で
、
東
京
へ
行
き
た
さ
に
業
を
煮
や
し
再
び
ポ
ケ
ッ
ト
の
底

の
六
十
何
銭
か
を
憂
鬱
に
考
え
始
め
た
。
教
官
室
に
は
粟
野
先
生
と
自
分
し
か
い
な

い
。
保
吉
は
ふ
と
巻
煙
草
を
思
い
出
す
が
、
物
売
り
と
の
一
悶
着
の
末
、
買
わ
ず
に

立
ち
去
っ
た
た
め
に
喫
煙
も
儘
な
ら
な
い
。
保
吉
は
己
の
プ
ラ
イ
ド
を
保
つ
た
め
の

言
動
に
よ
り
、
ほ
ん
の
一
時
「
ハ
ヴ
ア
ナ
を
吸
つ
た
の
よ
り
も
愉
快
」
な
気
分
を
味
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わ
っ
た
も
の
の
、
結
局
は
自
身
の
首
を
絞
め
る
事
態
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。東

京
行
き
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
衣
食
の
計
に
追
わ
れ

る
窮
民
」
に
比
べ
れ
ば
贅
沢
な
悩
み
で
は
あ
る
が
、「
苦
痛
そ
の
も
の
」
は
窮
民
と

同
等
で
あ
る
。「
窮
民
よ
り
も
鋭
い
神
経
」
を
持
つ
保
吉
に
と
っ
て
、
六
十
何
銭
の

小
遣
い
は
耐
え
難
い
。
窮
民
で
な
く
と
も
、
絵
画
や
音
楽
、
文
学
等
に
頗
る
冷
淡
な

粟
野
先
生
な
ど
に
と
っ
て
は
、
芸
術
の
な
い
こ
と
は
何
の
痛
手
に
も
な
ら
な
い
が
、

作
家
・
堀
川
保
吉
に
と
っ
て
は
精
神
的
飢
渇
の
苦
痛
を
与
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
る
と
そ
の
時
、
粟
野
先
生
が
「
女
人
の
嬌
羞
に
近
い
間
の
悪
さ
」
で
、
突
然
保

吉
の
目
の
前
に
や
っ
て
来
る
。
粟
野
先
生
は
照
れ
隠
し
に
微
笑
し
な
が
ら
、
四
つ
折

に
し
た
十
円
札
を
、
東
京
行
き
の
汽
車
賃
に
と
差
し
出
し
た
。
だ
が
娘
が
退
院
し
た

ば
か
り
の
粟
野
先
生
自
身
に
も
、
金
銭
に
余
裕
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
粟
野
先

生
か
ら
無
心
す
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
保
吉
は
、
今
朝
方
大
袈
裟
に
売
文
の
悲
劇

を
弁
じ
た
自
身
の
振
舞
い
に
恥
じ
入
り
、
東
京
へ
は
行
か
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
と

断
る
。
粟
野
先
生
は
そ
れ
で
も
、
無
い
よ
り
は
ま
し
だ
か
ら
と
紙
幣
を
手
渡
そ
う
と

す
る
が
、
保
吉
が
再
度
断
っ
た
た
め
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
戻
し
て
退
却
す
る
。

思
い
が
け
な
い
出
来
事
に
動
揺
し
、
咄
嗟
に
申
し
出
を
断
っ
た
保
吉
だ
が
、
そ
の

後
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
と
、
粟
野
先
生
の
好
意
を
無
に
し
た
こ
と
を
気
の
毒
に
思

う
。
生
真
面
目
な
粟
野
先
生
は
、
保
吉
が
そ
の
作
家
的
性
格
か
ら
話
を
誇
張
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
全
て
を
真
実
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
金

銭
の
貸
し
借
り
に
は
、
貸
す
側
と
借
り
る
側
に
自
ず
と
上
下
関
係
が
発
生
す
る
。
先

述
の
通
り
、
粟
野
先
生
は
上
下
関
係
を
嫌
い
、
極
力
自
身
を
人
よ
り
上
の
立
場
に
置

か
な
い
よ
う
、
常
日
頃
心
が
け
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
粟
野
先
生
が
、
本
来
な

ら
ば
最
も
避
け
た
い
で
あ
ろ
う
貸
す
側

―
上
の
立
場
を
あ
え
て
引
き
受
け
て
ま

で
、
保
吉
を
助
け
よ
う
と
し
て
く
れ
た
の
だ
。

平
生
作
家
は
作
り
話
を
生
活
の
糧
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
実
生
活
と

は
切
り
離
さ
れ
た
、
誌
面
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
保
吉
は
、
迂
闊
に
も

日
常
生
活
に
芸
術
世
界
を
持
ち
込
み
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
実
体
験
と
し
て

語
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
話
を
膨
ら
ま
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
素
直
に
告
白
す
れ
ば
、
全
て
円
く
収

ま
る
は
ず
だ
が
、
保
吉
自
身
は
そ
れ
を
何
と
し
て
も
避
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。
保

吉
は
「
一
週
に
一
度
づ
つ
は
必
ず
東
京
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
い
う
件
か

ら
も
分
か
る
と
お
り
、
芸
術
世
界
を
実
社
会
と
は
別
次
元
の
崇
高
な
も
の
と
捉
え
て

い
る
が
、
芸
術
世
界
で
は
許
さ
れ
て
い
る
「
詩
的
情
熱
」
も
、
日
常
生
活
に
持
ち
込

ん
だ
途
端
に
、
単
な
る
嘘
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。
自
身
の
窮
乏
を
大
袈
裟
な
作
り

話
と
認
め
る
こ
と
は
、
芸
術
が
嘘
を
つ
い
た
と
認
め
る
こ
と
に
も
繫
が
る
か
ら
だ
。

こ
の
「
詩
的
情
熱
」
に
よ
る
作
り
話
を
嘘
に
し
な
い
た
め
に
は
、
先
に
訴
え
た
自

身
の
窮
乏
が
、
あ
た
か
も
事
実
で
あ
る
よ
う
に
振
舞
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
保
吉
は
十

分
ば
か
り
逡
巡
し
た
後
、
殆
ど
喧
嘩
を
吹
っ
か
け
る
よ
う
に
昂
然
と
粟
野
先
生
の
と

こ
ろ
へ
行
き
、
さ
っ
き
の
お
金
を
拝
借
し
た
い
と
申
し
出
た
。
粟
野
先
生
は
保
吉
の

言
葉
を
受
け
る
と
無
言
で
立
ち
上
が
り
、
四
つ
折
に
折
ら
れ
た
十
円
札
を
、「
そ
れ

自
身
嬌
羞
を
帯
び
た
や
う
に
」
お
ず
お
ず
と
右
手
の
指
で
差
し
出
す
の
で
あ
っ
た
。

威
厳

思
い
が
け
ず
粟
野
先
生
か
ら
十
円
札
を
借
り
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
保
吉
だ
が
、

彼
に
と
っ
て
給
料
日
ま
で
二
週
間
以
上
借
金
を
返
さ
な
い
こ
と
は
、
乞
食
同
然
の
こ

と
と
し
て
受
け
入
れ
難
く
、
こ
の
十
円
札
を
未
使
用
の
ま
ま
明
後
日
の
月
曜
日
に
返

そ
う
と
考
え
て
い
る
。
と
は
い
え
二
週
間
程
度
先
の
給
料
日
に
借
金
を
返
済
す
る
こ

と
は
、
そ
こ
ま
で
不
義
理
な
行
い
と
も
思
わ
れ
な
い
。
日
頃
か
ら
「
原
稿
料
の
前
借
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な
ど
は
い
く
ら
た
ま
つ
て
も
平
気
」
だ
と
考
え
て
い
る
保
吉
が
、
こ
の
借
金
だ
け
は

何
と
し
て
も
す
ぐ
に
返
済
す
る
と
い
う
固
い
決
意
を
抱
い
た
の
は
、
粟
野
先
生
に
対

し｢

威
厳｣
を
保
ち
た
い
と
の
思
い
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

保
吉
は
粟
野
先
生
の
語
学
的
才
能
を
認
め
る
一
方
で
、
芸
術
的
素
養
に
は
乏
し
い

人
物
と
見
做
し
て
い
る
た
め
、
作
家
と
し
て
傑
作
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
に
威
厳
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
と
同
時
に
語
学
的
天
才
を
前

に
、
語
学
的
素
養
を
示
す
こ
と
で
威
厳
を
保
つ
こ
と
も
ま
た
無
理
な
話
で
あ
る
。
然

る
に
「
社
会
人
た
る
威
厳
」
を
保
つ
た
め
に
こ
の
十
円
札
を
使
わ
ず
に
返
す
と
い
う

の
で
あ
る
。

保
吉
が
す
ぐ
に
返
済
す
る
こ
と
に
拘
っ
て
い
る
理
由
は
、
自
身
が
「
詩
的
情
熱
」

ゆ
え
に
窮
乏
を
誇
張
し
た
た
め
に
、
図
ら
ず
も
芸
術
を
理
解
し
な
い
粟
野
先
生
を
騙

す
形
で
金
を
借
り
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
保
吉
を
支
援
す
る
た
め
に
十
円

札
を
差
し
出
し
た
。
こ
れ
に
甘
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
パ
ト
ロ
ン
の
援
助
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
芸
術
と
も
い
え
る
の
だ
が
、
発
端
と
し
て
嘘
が
存
在
す
る
た
め
に
、
自
身

の
行
い
を
正
当
化
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
借
り
ず
に
済
ま
せ
て
は
粟
野
先

生
の
善
意
を
無
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
嘘
を
肯
定
す
る
こ
と
に
も
繫
が
る
。
彼
の
善

意
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
、
ま
た
芸
術
が
嘘
の
塊
で
あ
る
と
認
め
な
い
た
め
に
も
、

一
旦
は
金
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
芸
術
は
虚
構
だ
が
、
単
な
る
嘘

に
貶
め
て
は
い
け
な
い
と
い
う
保
吉
な
り
の
倫
理
観
が
こ
こ
に
垣
間
見
え
る
。

だ
が
誇
張
し
た
作
り
話
を
実
践
す
べ
く
、
そ
の
金
を
東
京
行
き
に
使
う
な
ら
ば
、

そ
れ
は
酷
い
嘘
を
重
ね
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
前
述
の
通
り
「
詩
的
情
熱
」
に

よ
っ
て
膨
ら
ま
せ
た
話
も
、
日
常
生
活
の
次
元
で
は
単
な
る
嘘
に
過
ぎ
な
い
の
で
、

粟
野
先
生
を
騙
し
て
引
き
出
し
た
金
を
芸
術
に
託
け
て
自
身
の
た
め
に
使
う
こ
と
は

道
義
に
反
す
る
。
こ
の
十
円
札
は
、
借
り
な
け
れ
ば
い
け
な
い
金
で
あ
る
と
同
時

に
、
借
り
て
は
い
け
な
い
金
な
の
で
あ
る
。
金
銭
の
貸
借
に
よ
っ
て
生
じ
る
上
下
関

係
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
く
な
け
れ
ば
、
金
を
借
り
な
い
こ
と
＝
他
人
の
世
話
に
な
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。
保
吉
が
粟
野
先
生
に
「
社
会
的
威
厳
を
保
つ
」
た
め
に
は
、
形

式
上
借
り
た
こ
の
金
を
、
使
わ
ず
に
そ
の
ま
ま
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
後
保
吉
は
、
汽
車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
本
郷
の
あ
る
雑
誌
社
の
依
頼
を
思
い
出

す
。
多
少
の
前
借
が
で
き
そ
う
な
の
は
こ
の
一
軒
だ
け
だ
が
、
元
よ
り
こ
の
雑
誌
社

の
雑
誌
を
軽
蔑
し
て
い
た
保
吉
と
し
て
は
、
金
の
た
め
に
自
身
の
信
条
に
反
す
る
文

章
を
書
く
と
い
う
身
売
り
同
然
の
行
為
に
嫌
悪
感
を
覚
え
る
。
と
は
い
え
芸
術
家
の

享
楽
は
自
己
発
展
の
機
会
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
東
京
ま
で
乗
り
越
せ
ば
、
食
事
や
音

楽
会
、
そ
し
て
買
物
な
ど
が
で
き
、
十
円
札
を
保
存
せ
ず
に
済
む
。
だ
が
、
万
一
前

借
の
で
き
な
か
っ
た
時
に
は

―
保
吉
は
こ
こ
で
、
君
子
人
だ
が
芸
術
的
感
性
を
持

ち
合
わ
せ
な
い
粟
野
先
生
の
た
め
に
、
自
己
発
展
の
機
会
を
失
う
べ
き
な
の
か
、
そ

も
そ
も
何
の
た
め
に
粟
野
先
生
に
威
厳
を
保
ち
た
い
の
か
と
自
問
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
保
吉
は
こ
の
論
理
の
危
う
さ
に
気
づ
き
踏
み
止
ま
る
。
保
吉
と

し
て
は
、
芸
術
と
は
虚
構
で
は
あ
る
が
嘘
で
は
な
い
と
い
う
自
負
心
を
抱
い
て
い
る

た
め
、
粟
野
先
生
を
騙
し
て
借
り
た
金
に
よ
っ
て
、
そ
の
芸
術
が
成
り
立
つ
と
い
う

事
態
は
受
け
入
れ
難
い
。
意
に
添
わ
ぬ
執
筆
依
頼
を
受
け
る
こ
と
も
ま
た
、
信
念
に

基
か
な
い
嘘
を
芸
術
と
し
て
金
に
換
え
る
こ
と
に
繫
が
る
た
め
、
思
い
直
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
件
か
ら
は
、
実
社
会
と
は
異
な
る
点
や
多
少
の
誇
張
は
あ
り
つ
つ
も
、

芸
術
と
は
嘘
や
出
鱈
目
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
、
保
吉
の
作
家
と
し
て
の
思
い
が
汲

み
取
れ
る
。
保
吉
は
、
粟
野
先
生
に
「
社
会
人
た
る
威
厳
」
を
保
つ
こ
と
こ
そ
が
、

芸
術
家
と
し
て
の
矜
持
を
保
つ
こ
と
に
も
繫
が
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

保
吉
が
考
え
込
ん
で
い
る
間
に
ト
ン
ネ
ル
を
通
り
抜
け
た
汽
車
は
、
苦
し
そ
う
に

煙
を
吹
き
か
け
な
が
ら
、
雨
交
じ
り
の
風
に
戦
ぎ
渡
っ
た
青
芒
の
山
峡
を
走
り
続
け

て
い
る
。
こ
の
汽
車
が
ト
ン
ネ
ル
（
暗
闇
）
を
潜
り
抜
け
る
描
写
に
は
、
保
吉
が
一

瞬
間
享
楽
の
側
に
揺
ら
ぎ
、
陥
穽
（
売
文
）
に
落
ち
か
け
る
不
安
定
な
心
情
が
暗
示
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さ
れ
て
い
る
。
作
家
と
し
て
の
矜
持
か
ら
、
軽
蔑
す
る
雑
誌
社
か
ら
の
仕
事
は
引
き

受
け
な
い
こ
と
に
決
め
、
東
京
行
き
を
思
い
止
ま
っ
た
も
の
の
、
芸
術
と
享
楽
の
狭

間
で
揺
れ
る
作
家･

堀
川
保
吉
の
逡
巡
が
、
苦
し
そ
う
に
走
る
汽
車
の
様
子
か
ら
読

み
取
れ
る
。
ま
た
汽
車
が
山
峡
を
走
り
抜
け
て
い
る
点
や
、
保
吉
の
思
索
の
最
中
ト

ン
ネ
ル
か
ら
ト
ン
ネ
ル
へ
と
出
入
り
し
て
い
る
点
な
ど
は
、
汽
車
の
音
が
思
い
巡
ら

せ
る
保
吉
の
描
写
を
挟
み
こ
ん
で
い
る
「
お
時
儀
」）

5
（

の
構
造
と
共
通
し
て
い
る
こ
と

も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

落
書
き

翌
日
の
日
曜
日
の
夕
暮
れ
、
保
吉
は
下
宿
で
悠
々
と
巻
煙
草
を
燻
ら
せ
て
い
た
。

彼
は
三
つ
の
幸
福
を
手
に
し
て
、
満
足
の
情
に
溢
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
借

り
た
十
円
札
の
保
存
に
成
功
し
た
こ
と
で
あ
る
。
保
吉
は
結
局
東
京
行
き
を
思
い
止

ま
っ
た
た
め
、
粟
野
先
生
へ
の
威
厳
を
保
つ
べ
く
、
明
日
に
も
十
円
札
の
返
済
が
可

能
な
の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
思
い
が
け
ず
あ
る
書
肆
か
ら
著
書
の
印
税
が
入
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
も
意
外
だ
っ
た
三
つ
目
は
、
下
宿
の
晩
飯
に
塩
焼
き
の
鮎

が
一
尾
付
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
保
吉
は
膝
の
上
で
夕
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
い

る
十
円
札
を
し
み
じ
み
と
満
足
気
に
鑑
賞
し
、
具
に
意
匠
を
眺
め
な
が
ら
そ
の
美
し

さ
を
称
え
、
手
垢
さ
え
な
け
れ
ば
こ
の
ま
ま
額
縁
に
入
れ
て
も
い
い
と
さ
え
思
う
。

保
吉
は
こ
こ
で
、
紙
幣
の
裏
側
に
手
垢
以
外
に
も
細
か
い
イ
ン
ク
の
落
書
き
を
見

つ
け
る
。
彼
は
静
か
に
十
円
札
を
取
り
上
げ
、
口
の
中
で
読
み
下
し
た
。

「
ヤ
ス
ケ
ニ
シ
ヨ
ウ
カ
」

こ
の
十
円
札
は
落
書
き
の
作
者
に
、
た
だ
鮓
に
す
る
か
ど
う
か
迷
わ
せ
た
だ
け
に

過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
広
い
世
の
中
に
は
こ
の
一
枚
の
十
円
札
の
た
め
に

悲
劇
の
起
こ
っ
た
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
保
吉
自
身
も
ま
た
、
昨
日
の
午
後

は
こ
の
一
枚
の
十
円
札
の
上
に
魂
を
賭
け
て
い
た
。
だ
が
今
日
を
以
っ
て
粟
野
先
生

に
威
厳
を
全
う
で
き
る
と
確
定
し
、
尚
且
つ
月
給
日
ま
で
の
小
遣
い
に
十
分
な
印
税

も
手
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

「
ヤ
ス
ケ
ニ
シ
ヨ
ウ
カ
」

保
吉
は
こ
う
呟
い
た
ま
ま
、
丁
度
昨
日
踏
破
し
た
ア
ル
プ
ス
を
見
返
る
ナ
ポ
レ
オ

ン
の
よ
う
に
、
再
び
し
み
じ
み
と
十
円
札
を
眺
め
る
の
だ
っ
た
。

保
吉
は
、
前
日
に
は
東
京
に
行
か
れ
な
い
苛
立
ち
を
物
売
り
に
ま
で
八
つ
当
た
り

し
て
い
た
も
の
の
、
結
局
こ
の
日
は
借
り
た
十
円
札
を
保
存
す
る
た
め
終
日
家
で
過

ご
し
、
そ
の
心
情
へ
の
言
及
も
な
い
。
芸
術
の
た
め
に
は
何
と
し
て
も
毎
週
東
京
へ

行
く
べ
き
と
考
え
、
友
人
と
の
会
食
や
音
楽
会
、
果
て
は
画
材
の
購
入
な
ど
、
自
身

の
思
い
描
く
理
想
の
芸
術
家
的
生
活
の
実
践
に
強
い
拘
り
を
示
し
て
い
た
は
ず
の
保

吉
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
日
出
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
悩
や
煩
悶
す

る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
畢
竟
、
保
吉
が
考
え
た
理
想
の
芸
術
家
的
生
活
の
中
に

は
、
真
に
必
要
で
は
な
い
も
の
ま
で
含
ま
れ
、
私
的
欲
望
を
満
た
す
た
め
の
言
い
訳

と
し
て
芸
術
の
名
を
借
り
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
二
百
五
十
円
の
印
税
収
入
が
得
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
印
税
に
よ
り
、
保
吉
は
十
円
札
の
保
存
に
対
す
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
解
放
さ

れ
た
上
、
月
給
日
ま
で
に
十
分
な
小
遣
い
も
確
保
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
下

宿
の
晩
飯
に
鮎
の
塩
焼
き
が
つ
く
と
い
う
思
い
が
け
な
い
幸
福
も
重
な
っ
た
こ
と

で
、
保
吉
の
心
は
満
足
の
情
に
溢
れ
か
え
る
。

彼
は
十
円
札
を
眺
め
な
が
ら
、
か
つ
て
こ
の
紙
幣
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
か
も
し
れ

ぬ
悲
劇

―
昨
日
ま
で
は
自
身
を
も
脅
か
し
た
悲
劇

―
は
今
や
霧
散
し
た
も
の

と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
よ
う
に
余
裕
綽
々
と
し
て
い
る
。
一
見
す
る
と
大
団
円
の
よ
う

に
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
が
、
十
円
札
の
保
存
に
成
功
し
た
保
吉
は
、
肝
心
な
点
を
見

落
と
し
て
い
る
。
こ
の
紙
幣
は
た
だ
の
十
円
札
で
は
な
い
の
だ
。「
ヤ
ス
ケ
ニ
シ
ヨ
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ウ
カ
」
と
い
う
文
字
が
書
か
れ
た
、
特
定
可
能
な
紙
幣
な
の
で
あ
る
。
粟
野
先
生
が

こ
の
紙
幣
の
特
徴
を
覚
え
て
い
る
か
否
か
は
作
中
に
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
貸
し
た

金
が
使
わ
れ
ず
に
返
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
く
可
能
性
も
あ
る
。

粟
野
先
生
は
保
吉
が
東
京
に
行
き
、
芸
術
家
的
生
活
を
享
受
す
る
た
め
の
資
金
と

し
て
十
円
札
を
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
金
を
借
り
る
目
的
と
は
、
一
旦
は
諦

め
た
東
京
行
き
を
決
行
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
粟
野
先
生
の
好
意
を
無
に
す
る

こ
と
や
、
芸
術
を
嘘
に
貶
め
る
こ
と
を
否
定
し
た
い
一
心
で
形
式
的
に
金
を
借
り
た

保
吉
だ
が
、
そ
の
結
果
、
更
な
る
悲
劇
の
火
種
を
自
ら
作
る
と
い
う
皮
肉
な
事
態
を

招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
、
当
の
保
吉
は
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
二
つ
目
の
満
足
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
印
税
収
入
が
、
こ
の
不
安
要
素

の
存
在
を
有
耶
無
耶
に
し
て
し
ま
う
。
保
吉
は
当
初
、
借
り
た
十
円
札
を
そ
の
ま
ま

返
す
つ
も
り
で
お
り
、
必
然
的
に
落
書
き
の
あ
る
十
円
札
を
返
す
こ
と
に
な
る
た

め
、
粟
野
先
生
に
未
使
用
だ
と
気
づ
か
れ
る
可
能
性
は
高
い
。
と
こ
ろ
が
印
税
収
入

を
得
た
こ
と
で
、
そ
ち
ら
の
紙
幣
か
ら
十
円
札
を
返
済
す
る
可
能
性
も
生
じ
る
た

め
、
粟
野
先
生
か
ら
借
り
た
落
書
き
の
あ
る
十
円
札
を
そ
の
ま
ま
返
す
確
率
は
下
が

る
。
も
し
仮
に
落
書
き
の
あ
る
十
円
札
を
返
し
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
と
し
て

も
、
印
税
が
入
っ
た
か
ら
使
わ
ず
に
済
ん
だ
と
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
。こ

の
物
語
は
先
述
の
通
り
、
語
り
部
と
な
る
視
点
人
物
が
、
数
年
後
の
世
界
か
ら

作
中
の
出
来
事
を
回
想
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
視
点
人
物
は
、
翌
日
の

保
吉
と
粟
野
先
生
の
や
り
と
り
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
顛
末
が
描
か

れ
る
こ
と
は
な
く
、
結
末
を
投
げ
出
し
た
ま
ま
物
語
は
幕
切
れ
と
な
る
。

お
わ
り
に

こ
の
作
品
で
は
、
自
身
が
思
い
描
く
作
家
的
な
生
活
を
味
わ
う
た
め
に
、
週
に
一

度
東
京
へ
通
う
資
金
が
不
足
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
図
ら
ず
も
粟
野
先
生
か
ら
十
円

札
を
借
り
る
こ
と
に
な
っ
た
保
吉
が
、「
社
会
人
た
る
威
厳
」
を
保
と
う
と
苦
悩
す

る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
解
決
策
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
「
十
円
札
の

保
存
」
の
是
非
は
、
印
税
収
入
を
得
た
こ
と
で
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
。
だ
が
保
吉
自

身
は
無
自
覚
な
が
ら
も
、
そ
の
解
決
法
に
は
粟
野
先
生
を
傷
つ
け
る
危
う
さ
が
秘
め

ら
れ
て
お
り
、
全
て
が
円
く
収
ま
る
か
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
不
安

要
素
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
語
り
手
が
こ
の
事
実
を
読
者
に
仄
め
か
し
た

と
こ
ろ
で
、
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

保
吉
は
冒
頭
で
、
煙
草
の
「
朝
日
」
を
買
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
物
売
り
に
横
柄

な
態
度
で
煙
草
か
新
聞
か
と
聞
き
返
さ
れ
た
こ
と
に
立
腹
し
、「
ビ
イ
ル
！
」
と
答

え
て
相
手
を
困
惑
さ
せ
、
そ
の
場
を
後
に
す
る
。
通
勤
時
間
帯
に
咄
嗟
に
ビ
ー
ル
と

言
い
放
つ
発
想
か
ら
は
、
一
般
人
と
芸
術
家
の
違
い
が
透
け
て
見
え
る
。
作
家
・
堀

川
保
吉
の
言
葉
が
満
足
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
こ
こ
だ
け
で
は
な
い
。
窮
乏
を
訴

え
た
際
に
も
、
粟
野
先
生
に
は
「
詩
的
情
熱
」
に
よ
る
誇
張
が
理
解
さ
れ
ず
、
却
っ

て
同
情
さ
れ
て
金
を
借
り
る
羽
目
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

保
吉
は
芸
術
家
的
生
活
の
た
め
な
ら
ば
、
意
に
添
わ
ぬ
雑
誌
社
の
仕
事
も
引
き
受

け
よ
う
と
一
旦
は
考
え
な
が
ら
も
、
既
の
と
こ
ろ
で
思
い
止
ま
る
。
芸
術
に
名
を
借

り
た
嘘
を
金
に
換
え
る
こ
と
は
、
芸
術
を
貶
め
る
こ
と
に
繫
が
る
か
ら
で
あ
る
。
保

吉
は
こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
芸
術
を
解
さ
な
い
粟
野
先
生
に
対
し
て
は
、「
社
会
人

た
る
威
厳
」
を
保
つ
こ
と
で
、
芸
術
家
と
し
て
の
矜
持
を
保
と
う
と
い
う
発
想
に
至

る
の
で
あ
る
。
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先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
保
吉
は
自
己
の
芸
術
の
発
展
の
た
め
に
、
毎
週
東
京
へ

行
き
文
化
的
な
娯
楽
や
友
人
と
の
食
事
な
ど
を
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の

必
然
性
に
は
疑
問
が
残
る
。
今
回
粟
野
先
生
か
ら
借
り
た
金
を
そ
の
ま
ま
返
す
た
め

に
東
京
行
き
を
断
念
し
た
こ
と
が
、
彼
に
多
大
な
苦
痛
を
与
え
て
い
る
と
は
言
い
難

く
、
寧
ろ
こ
こ
で
は
東
京
行
き
を
諦
め
る
こ
と
の
悲
痛
さ
よ
り
も
、
粟
野
先
生
へ
威

厳
を
保
つ
た
め
に
こ
の
十
円
札
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
芸
術
家
と
し

て
の
プ
ラ
イ
ド
の
方
が
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
後
、
印
税
収
入
を
得
た
こ
と
で
十
円
札
の
保
存
の
必
然
性
は
一
旦
宙
に

浮
い
て
し
ま
う
。
作
家
の
端
く
れ
で
あ
る
保
吉
は
、
そ
の
矜
持
を
保
つ
た
め
に
も
、

芸
術
を
嘘
に
貶
め
て
金
稼
ぎ
の
道
具
に
す
る
こ
と
を
拒
む
手
段
と
し
て
、
粟
野
先
生

か
ら
形
式
上
借
り
た
金
を
、
未
使
用
の
ま
ま
返
す
と
い
う
方
法
で
対
処
す
る
つ
も
り

で
い
た
。
だ
が
借
金
を
返
し
て
な
お
余
り
あ
る
印
税
を
得
た
こ
と
で
、
芸
術
を
含
む

あ
ら
ゆ
る
問
題
が
鮎
の
塩
焼
き
一
尾
と
等
価
の
話
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
物
語
は
こ
こ
で
、
印
税
収
入
と
い
う
新
た
な
要
素
に
よ
っ
て
保
吉
に
一
つ

の
解
決
を
与
え
た
が
、「
ヤ
ス
ケ
ニ
シ
ヨ
ウ
カ
」
の
件
に
潜
む
不
安
要
素
か
ら
、
根

本
的
な
解
決
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
も
保
吉

が
こ
の
特
定
可
能
な
紙
幣
を
返
す
可
能
性
は
残
っ
て
お
り
、
危
険
因
子
が
完
全
に
取

り
除
か
れ
た
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
見
完
璧
に
思
わ
れ
た
十
円
札
の
保
存
と

い
う
解
決
方
法
に
は
大
き
な
欠
陥
が
あ
り
、
印
税
に
よ
る
解
決
法
が
見
出
さ
れ
た
後

も
、
保
吉
の
目
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
で
時
限
爆
弾
の
よ
う
に
燻
り
続
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
物
語
に
潜
む
問
題
は
、
そ
う
簡
単
に
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
、
語
り
手
は
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
十
円
札
の
返
還
に
つ
い
て
は
後
日
談
が
描
か
れ
ぬ
ま
ま
結
ば
れ
て
い
る
た

め
、
未
使
用
だ
と
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
、
無
事
粟
野
先
生
に
返
済
で
き
た
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
が
、
物
語
を
七
八
年
後
の
世
界
か
ら
語
る
視
点
人
物
が
、
先
述
の

「
朝
日
」
の
件
と
同
様
に
、
保
吉
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
準
え
て
い
る
こ
と
は
、
彼
に
好

ま
し
く
な
い
顛
末
が
待
ち
構
え
て
い
る
こ
と
を
も
想
起
さ
せ
る
。
保
吉
は
い
ず
れ
の

場
面
で
も
、
一
瞬
爽
快
で
満
ち
足
り
た
心
持
と
な
る
が
、
威
厳
を
保
つ
た
め
に
効
果

的
と
思
わ
れ
た
そ
の
振
舞
い
が
、
そ
の
後
の
彼
自
身
に
幸
福
を
齎
し
た
か
と
問
わ
れ

る
と
、
聊
か
答
え
に
窮
す
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
自
身
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

二
つ
の
戦
の
十
数
年
後
、
流
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
地
で
不
遇
の
死
を
遂
げ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
明
る
い
未
来
を
暗
示
し
て
い
る
と
は
断
定
し
難
い
。
深
刻
な
問
題
に
直

面
し
な
が
ら
も
、
未
解
決
で
あ
る
こ
と
に
無
自
覚
な
ま
ま
安
心
し
き
っ
て
い
る
保
吉

と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

な
お
結
末
に
お
け
る
未
来
の
暗
示
は
こ
の
作
品
の
み
な
ら
ず
、
同
年
発
表
の
「
寒

さ
」）

6
（

や
「
文
章
」）

7
（

等
他
の
「
保
吉
も
の
」
に
も
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
二

作
品
で
は
、
作
家
と
し
て
の
保
吉
の
未
来
を
、
明
る
い
将
来
と
暗
い
将
来
と
い
う
、

異
な
る
行
末
と
し
て
描
い
て
い
る
。「
十
円
札
」
に
お
い
て
も
、
作
家
で
あ
る
保
吉

が
、
芸
術
を
理
解
し
な
い
人
々
の
中
で
ど
の
よ
う
に
身
を
処
し
て
い
く
の
か
が
描
か

れ
て
い
る
。
冒
頭
に
お
い
て
物
売
り
を
芸
術
家
の
敵
と
見
做
し
て
い
た
保
吉
は
、
粟

野
先
生
と
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、
芸
術
家
の
良
心
を
支
え
て
い
る
も
の
は
「
社
会

人
た
る
威
厳
」
で
あ
る
と
悟
る
。
だ
が
そ
の
威
厳
を
保
つ
た
め
に
考
え
出
し
た
方
法

が
危
う
さ
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
に
は
遂
に
気
づ
か
ぬ
ま
ま
、
物
語
は
幕
切
れ
と
な

る
。
そ
し
て
後
に
起
き
る
出
来
事
を
仄
め
か
し
な
が
ら
も
、
最
後
ま
で
描
く
こ
と
な

く
終
え
る
と
い
う
曖
昧
な
結
び
は
、
こ
れ
ら
の
「
保
吉
も
の
」
に
共
通
す
る
部
分
で

あ
り
、
そ
の
後
「
少
年
」）

8
（

で
描
か
れ
た
「
何
一
つ
碌
に
わ
か
ら
な
い
の
は
寧
ろ
一
生

の
幸
福
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
思
想
に
も
通
じ
て
い
く
。

だ
が
模
糊
と
し
た
結
末
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
本
作
と
他
作
品
に
は

そ
の
曖
昧
さ
に
多
少
の
違
い
も
見
受
け
ら
れ
る
。「
文
章
」
で
は
保
吉
が
途
方
に
暮

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
作
品
が
終
わ
る
の
に
対
し
、
本
作
で
の
保
吉
は
、
既
に
問
題
を
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解
決
し
た
も
の
と
し
て
泰
然
と
し
て
い
る
。
だ
が
保
吉
の
気
づ
い
て
い
な
い
残
さ
れ

た
危
険
因
子
を
語
り
手
が
提
示
し
て
幕
切
れ
と
な
る
。
二
作
共
に
明
確
な
決
着
が
つ

か
な
い
ま
ま
終
わ
る
物
語
と
い
え
ど
も
、
保
吉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
曖
昧
さ
の
質

が
異
な
っ
て
お
り
、
留
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

本
論
で
は
「
十
円
札
」
の
考
察
の
み
に
止
め
る
が
、
今
後
は
「
保
吉
も
の
」
に
属

す
る
他
作
品
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
も
、
理
解
を
深
め
て
い
き
た
い
。
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