
探
偵
小
説
批
評
の
欲
望

︱
︱
甲
賀
三
郎
と
本
格
／
変
格
論
争

竹

内

瑞

穂

は
じ
め
に

一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
る
激
甚
な
破
壊
は
、
そ
れ
ま
で
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
安
定
し
た
日
常
を
、
有
無
も
言
わ
せ
ぬ
ま
ま
奪
い

取
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
紛
れ
も
な
い
悲
劇
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
も
、
新
し
い
時
代
の
鼓
動

を
聞
き
取
ろ
う
と
し
た
青
年
た
ち
が
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
新
感
覚
派
の
旗
振
り
役
と
し
て
、
震
災
後
に
花
開
い
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化

の
な
か
で
精
彩
を
放
っ
た
横
光
利
一
は
、
震
災
当
時
を
振
り
返
っ
て
﹁
私
の
文
学
の
根
本
な
ん
か
、
皆
震
災
の
、
も
う
こ
れ
は
駄
目
だ
、
と
い

ふ
こ
と
が
出
て
ゐ
る
﹂
と
述
べ
る
。﹁
あ
れ
［
＝
震
災
：
引
用
者
注
］
は
非
常
に
勉
強
に
な
る
も
の
だ
。
何
故
か
と
云
へ
ば
、
文
学
を
や
る
人
は

あ
あ
い
ふ
時
で
な
い
と
自
意
識
が
解
ら
な
い(１

)

﹂。
こ
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
震
災
が
も
た
ら
し
た
の
は
、
絶
望
的
な
体
験
と
廃
墟
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
安
定
し
た
日
常
の
な
か
で
は
育
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
新
し
い
感
性
が
芽
吹
く
た
め
の
土
壌
が
、
そ
こ
に
は
し
っ
か
り
と
準
備

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

雑
誌
﹃
新
青
年
﹄
の
編
集
長
で
あ
っ
た
森
下
雨
村
も
ま
た
、
震
災
後
の
新
し
い
時
代
の
鼓
動
を
聞
き
取
っ
た
青
年
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
雨

村
は
、
今
回
の
大
地
震
で
探
偵
趣
味
も
亡
び
る
の
か
と
い
う
新
聞
記
者
の
問
い
に
対
し
て
、﹁
欧
州
で
も
大
戦
［
＝
第
一
次
世
界
大
戦
：
引
用
者
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注
］
後
は
却
つ
て
軽
い
娯
楽
読
み
物
の
要
求
が
強
く
な
つ
た
﹂
と
い
い
、﹁
苦
難
の
あ
と
に
肩
の
凝
ら
な
い
物
を
要
求
す
る
こ
と
は
今
後
の
震
災

で
も
同
様
で
あ
ら
う
﹂
と
強
気
な
答
え
を
返
し
て
い
る(２

)

。

そ
し
て
、
雨
村
の
予
言
は
的
中
し
た
。﹃
新
青
年
﹄
は
探
偵
小
説
の
充
実
化
を
図
り
、
多
く
の
都
市
青
年
の
人
気
を
勝
ち
得
て
ゆ
く
こ
と
に
成

功
す
る
。
一
九
二
五
年
の
段
階
で
は
、﹃
新
青
年
﹄
に
加
え
、﹃
探
偵
文
芸
﹄﹃
映
画
と
探
偵
﹄﹃
探
偵
趣
味
﹄
と
い
っ
た
専
門
誌
が
発
行
さ
れ
、

﹁
読
物
雑
誌
に
し
ろ
、
婦
人
雑
誌
に
し
ろ
、
少
年
雑
誌
に
し
ろ
、
探
偵
小
説
を
の
せ
な
い
も
の
は
売
れ
ぬ
と
い
う
勢
い
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う(３

)

。

ま
た
、
こ
の
流
行
は
数
年
で
終
る
よ
う
な
一
過
性
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
二
九
年
に
は
﹃
日
本
探
偵
小
説
全
集
﹄︵
改
造
社
︶、﹃
探
偵
小

説
全
集
﹄︵
春
陽
堂
︶、﹃
世
界
探
偵
小
説
全
集
﹄︵
平
凡
社
︶、﹃
世
界
探
偵
小
説
全
集
﹄︵
博
文
館
︶
と
い
っ
た
四
種
類
も
の
探
偵
小
説
全
集
が
、

別
々
の
出
版
社
か
ら
刊
行
を
開
始
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
活
況
か
ら
す
れ
ば
、
探
偵
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
、
震
災
後
の
日
本
に
勃
興
し
た
大
衆
文
化
の
な
か
で
一
定
の
地
位
を
確
保

す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
探
偵
小
説
に
対
す
る
批
評
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
着
目
し
て
み
る

と
、
順
風
満
帆
な
探
偵
小
説
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
っ
た
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
江
戸
川
乱
歩
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、﹁
探
偵
小
説

は
遠
か
ら
ぬ
将
来
、
行
詰
つ
て
し
ま
ふ
に
違
い
な
い
と
い
ふ
悲
観
論
﹂
を
、﹁
批
評
家
も
作
家
自
身
も
、
口
を
そ
ろ
へ
て
唱
へ(

４
)

﹂
て
い
る
よ
う
な

状
況
が
生
じ
て
い
た
の
だ
。

好
調
で
あ
る
は
ず
の
探
偵
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
強
い
危
機
感
。
そ
れ
は
時
期
や
論
者
を
移
し
な
が
ら
も
、
戦
前
期
の
探
偵
小
説

批
評
に
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
批
評
家
た
ち
の
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
心
性
は
一
体
何
な
の
か
。
本
論
で
は

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
展
開
し
た
探
偵
小
説
の
本
格
／
変
格
論
争
と
そ
の
中

心
人
物
で
あ
っ
た
甲
賀
三
郎
を
主
な
分
析
の
対
象
と
し
て
ゆ
く
。

詳
し
く
は
後
に
論
じ
る
よ
う
に
、
本
格
探
偵
小
説
と
変
格
探
偵
小
説
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
る
主
な
論
争
は
、
一
九
三
一
年
の
甲
賀
三

郎
と
大
下
宇
陀
児
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
議
論
と
、
一
九
三
六
年
の
甲
賀
と
木
々
高
太
郎
を
中
心
と
し
て
交
わ
さ
れ
た
議
論
の
二
つ
が
あ
る
。
前
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者
を
﹁
本
格
／
変
格
論
争
﹂、
後
者
を
﹁
探
偵
小
説
芸
術
論
争
﹂
と
分
け
て
呼
ぶ
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
本
論
で
は
両
者
を
ま
と
め
て
本
格
／

変
格
論
争
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
後
者
の
議
論
で
も
探
偵
小
説
の
芸
術
性
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
本
格
／
変
格
の
区
分

を
は
じ
め
と
す
る
、︿
探
偵
小
説
と
は
何
か
﹀
が
問
わ
れ
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
論
争
を
分
け
る
よ
り
も
同
じ
枠
組
み
の
な
か
に
置
い

て
分
析
し
た
ほ
う
が
、
本
格
／
変
格
を
め
ぐ
る
よ
り
正
確
な
全
体
像
が
描
け
る
は
ず
で
あ
る
。

甲
賀
の
思
想
は
、
震
災
後
の
大
衆
文
化
の
奔
流
の
な
か
で
変
遷
を
続
け
て
ゆ
く
。
そ
の
分
析
か
ら
は
、
探
偵
小
説
批
評
が
文
学
領
域
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
代
の
社
会
潮
流
と
も
切
り
結
ぶ
よ
う
な
思
想
的
射
程
を
も
っ
た
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

本
格
探
偵
小
説
と
変
格
探
偵
小
説

探
偵
小
説
の
な
か
に
、
正
統
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
う
発
想
は
、
古
く
は
佐
藤
春
夫
の
評
論
﹁
探
偵
小
説
小
論
﹂

︵﹃
新
青
年
﹄
一
九
二
四
・
八
︶
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
佐
藤
は
西
欧
の
探
偵
小
説
を
列
挙
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
﹁
実
際
家
ら
し
い

頭
脳
が
土
台
と
な
つ
た
推
理
判
断
﹂
に
基
づ
く
﹁
純
粋
な
探
偵
小
説
﹂
と
、﹁
神
経
衰
弱
的
直
感
の
病
的
敏
感
﹂
に
基
づ
く
﹁
そ
れ
ほ
ど
純
粋
で

は
な
い
探
偵
小
説
﹂
に
分
類
し
た
。

佐
藤
の
分
類
法
は
、
同
時
代
人
の
実
感
に
そ
ぐ
う
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
以
降
、
様
々
な
論
者
た
ち
に
ひ
き
つ
が
れ
て
ゆ
く
。
例
え
ば

平
林
初
之
輔
の
批
評
﹁
探
偵
小
説
壇
の
諸
傾
向
﹂︵﹃
新
青
年
﹄
一
九
二
六
・
二
︶
な
ど
で
も
、
近
年
の
日
本
の
探
偵
小
説
家
た
ち
が
﹁
精
神
病

理
的
、
変
態
心
理
的
側
面
の
探
索
に
、
よ
り
多
く
、
若
し
く
は
全
部
の
興
味
を
集
中
﹂
す
る
﹁
不
健
全
派
﹂
と
、
そ
れ
ら
の
傾
向
に
は
陥
っ
て

い
な
い
﹁
健
全
派
﹂
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
二
種
類
の
探
偵
小
説
に
、
今
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
本
格
／
変
格
と
い
う
呼
称
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
い
つ
の
段
階
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
本
格
と
変
格
の
起
源
に
つ
い
て
調
査
し
た
推
理
小
説
史
家
の
中
島
河
太
郎
︵
﹃
推
理
小
説
展
望
﹄
双
葉
社

一
九
九
五
︶
に
よ
れ
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ば
、
本
格
は
一
九
二
五
年
頃
に
、
変
格
は
一
九
二
六
年
頃
に
登
場
し
た
表
現
で
あ
る
と
い
う
。
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
推
察
す
る
限
り
、
こ
れ
ら

の
表
現
は
甲
賀
三
郎
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。﹁
本
格
探
偵
小
説
﹂
と
い
う
表
現
が
最
初
に
確
認
で
き
る
の
は
甲
賀
の
評
論
で

あ
る
。
ま
た
﹁
変
格
探
偵
小
説
﹂
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
、
後
の
甲
賀
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
平
林
の
﹁
不
健
全
派
﹂
と
い
う
呼
称
が

あ
っ
た
が
、﹁
後
に
不
健
全
は
穏
当
で
は
な
い
と
い
ふ
抗
議
が
あ
り
、
遂つ

い
に
変
格
探
偵
小
説
と
呼
ぶ
に
至
つ
た
﹂
の
だ
と
い
う(５

)

。

呼
称
こ
そ
﹁
不
健
全
派
﹂
か
ら
﹁
変
格
派
﹂
へ
と
変
更
し
た
も
の
の
、
甲
賀
の
変
格
に
対
す
る
批
評
は
決
し
て
﹁
穏
当
﹂
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
評
論
﹁
探
偵
小
説
講
話
﹂
で
は
、﹁
変
格
探
偵
小
説
﹂
と
い
う
呼
称
を
さ
ら
に
﹁
シ
ョ
ー
ト
・
ス
ト
ー
リ
ー
﹂
へ
と
改
め
よ
と
い
う
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
印
象
的
な
の
は
、
主
張
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
過
程
で
繰
り
返
さ
れ
る
変
格
擁
護
派
へ
の
批
判
で
あ
る
。

変
格
を
擁
護
す
る
人
々
は
し
ば
し
ば
、
い
わ
ゆ
る
変
格
も
の
を
探
偵
小
説
と
呼
ん
で
も
少
し
も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
が
、
そ
う
呼
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
利
益
は
あ
る
の
か
。
読
者
が
﹁
純
本
格
以
外
の
探
偵
趣
味
的
小
説
﹂
を
歓
迎
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な

ら
ば
﹁
何
故
そ
れ
が
、
独
立
し
た
名
を
附
し
て
悪
い
の
で
あ
ら
う
か
。
同
時
に
そ
れ
が
探
偵
小
説
の
名
に
於
い
て
、
つ
ま
り
探
偵
小
説
の
威
を

借
り
て
始
め
て
認
め
ら
れ
る
や
う
な
ア
ヤ
フ
ヤ
な
も
の
だ
つ
た
ら
、
存
在
価
値
は
非
常
に
低
い
も
の
で
は
な
い
か(６

)

﹂
。
時
に
皮
肉
ま
で
交
え
た

辛
辣
な
批
判
か
ら
は
、
彼
が
い
か
に
探
偵
小
説
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
変
格
を
追
放
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。

探
偵
小
説
の
本
質
を
小
説
の
形
式
を
借
り
た
﹁
精
巧
に
組
み
立
て
ら
れ
た
面
白
い
謎
﹂
だ
と
す
る
甲
賀
の
持
論
か
ら
す
れ
ば
、
変
格
の
排
斥

は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
探
偵
小
説
と
は
、
普
通
の
小
説
な
ど
よ
り
も
詰
将
棋
な
ど
と
比
す
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
謎
と
そ
れ

を
解
く
面
白
味
こ
そ
が
探
偵
小
説
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
だ
っ
た(７

)

。
よ
っ
て
、
条
件
を
満
た
さ
な
い
、
あ
る
い
は
満
た
す
気
も
な
い
変
格
探

偵
小
説
と
は
、
彼
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
そ
も
そ
も
探
偵
小
説
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

当
然
と
い
う
べ
き
か
、
甲
賀
の
極
端
に
も
み
え
る
探
偵
小
説
観
は
、
多
く
の
議
論
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
る
。
本
格
の
み
を
探
偵
小
説
と
す
る
見

方
に
対
し
て
は
、
探
偵
小
説
が
謎
を
解
く
だ
け
の
小
説
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
作
家
た
ち
の
古
い
形
式
を
破
ろ
う
と
す
る
努
力
さ
え
も

封
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
大
下
宇
陀
児
に
よ
る
批
判
が
あ
ら
わ
れ
た(

８
)

。
ま
た
、
変
格
を
探
偵
小
説
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
排
斥
し
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よ
う
と
い
う
提
案
に
つ
い
て
も
、
木
々
高
太
郎
が
探
偵
小
説
の
芸
術
的
可
能
性
を
認
め
る
立
場
か
ら
擁
護
を
試
み
て
い
る
。
木
々
に
よ
れ
ば
、

変
格
探
偵
小
説
と
は
、
芸
術
性
を
伴
う
﹁
新
し
い
探
偵
小
説
の
形
式
を
探
求
す
る
精
神
が
、
力
足
ら
ず
し
て
生
み
出
し
た
一
形
式
﹂
で
あ
り
、

あ
く
ま
で
探
偵
小
説
の
一
部
と
み
な
す
べ
き
も
の
な
の
だ
と
い
う(９

)

。
甲
賀
を
起
点
と
し
て
始
ま
っ
た
探
偵
小
説
の
本
格
／
変
格
を
め
ぐ
る
議
論

は
、
反
論
が
さ
ら
に
反
論
を
呼
び
、
江
戸
川
乱
歩
、
夢
野
久
作
、
小
栗
虫
太
郎
と
い
っ
た
作
家
た
ち
や
、
さ
ら
に
は
﹃
ぷ
ろ
ふ
い
る
﹄
の
よ
う

な
探
偵
小
説
専
門
誌
の
読
者
た
ち
を
も
巻
き
込
み
な
が
ら
、
広
く
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
本
格
／
変
格
論
争
に
至
る
経
緯
を
確
認
し
て
み
る
と
、
本
論
冒
頭
で
確
認
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
疑
問
が
ま
た
頭
を
も
た
げ
て

く
る
。
同
時
期
の
探
偵
小
説
は
、
人
気
の
面
で
も
商
業
的
な
面
で
も
こ
れ
ま
で
に
な
い
活
況
を
呈
し
て
お
り
、
端
か
ら
み
れ
ば
至
っ
て
順
調
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
甲
賀
は
わ
ざ
わ
ざ
ジ
ャ
ン
ル
の
土
台
自
体
に
異
議
を
申
し
立
て
、
好
調
に
水
を
差
し
か
ね
な
い
議
論
を

吹
っ
か
け
た
の
か
。
中
島
河
太
郎
も
い
う
よ
う
に
、﹁
現
実
に
は
そ
の
ル
ー
ズ
な
汎
称
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
便
利
な
こ
と
が
あ
り
、
改
め
て
こ

こ
で
分
離
統
合
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
平
地
に
波
瀾
を
起
こ
し
た
感(

)

﹂
が
拭
え
な
い
の
だ
。

10

甲
賀
は
状
況
を
捉
え
損
ね
て
い
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
何
か
彼
な
り
の
確
信
の
も
と
で
動
い
て
い
た
の
か
。
次
節
か
ら
は
、
甲
賀
の
残
し
た

諸
テ
ク
ス
ト
に
垣
間
見
え
る
彼
の
思
想
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
こ
の
問
題
の
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。

ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
へ
の
傾
倒

甲
賀
が
自
ら
の
探
偵
小
説
観
を
打
ち
立
て
る
の
に
あ
た
っ
て
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
推
理
作
家
Ｓ
・
Ｓ
・
ヴ
ァ

ン
・
ダ
イ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
甲
賀
本
人
が
、﹃
新
青
年
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
説
を
読
み
、﹁
私
の
説
を
裏
書
き
し
て
ゐ
る

も
の
﹂
と
感
じ
、﹁
大
い
に
意
を
強
う
す
る
﹂
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る(

)

。
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
探
偵
小

11

説
論
の
主
旨
は
、﹁
推
理
小
説
［
＝
探
偵
小
説
：
引
用
者
注
］
は
、
ふ
つ
う
に
い
う
意
味
で
の
小
説
の
部
類
に
は
は
い
ら
ず
、
む
し
ろ
、
謎
々
の
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カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
て
﹂
お
り
、
そ
れ
は
﹁
小
説
の
形
を
か
り
た
複
雑
で
、
拡
大
さ
れ
た
謎
で
あ
る(

)

﹂
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
凝
縮
さ
れ
て
い

12

る
。
探
偵
小
説
を
﹁
詰
将
棋
﹂
と
喩
え
、
謎
解
き
以
外
の
要
素
を
探
偵
小
説
か
ら
排
斥
し
よ
う
と
す
る
甲
賀
の
姿
勢
は
、
ま
さ
に
ヴ
ァ
ン
・
ダ

イ
ン
の
理
論
を
地
で
行
く
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

甲
賀
の
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
受
容
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
本
格
／
変
格
論
争
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
探
偵
小

説
の
隆
盛
と
二
〇
世
紀
精
神
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
笠
井
潔
の
議
論
が
、
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
探
偵
小
説
批
評
の
思
想
的
射

程
を
問
う
本
論
に
も
深
く
関
わ
る
議
論
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
少
し
丁
寧
に
確
認
を
し
て
お
こ
う
。

英
米
で
本
格
探
偵
小
説
の
黄
金
期
が
出
現
し
た
の
は
、
戦
間
期
で
あ
っ
た
。
笠
井
は
こ
の
隆
盛
の
根
底
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
人
類

史
上
初
の
大
量
殺
戮
戦
争
が
生
み
出
し
た
﹁
無
意
味
な
屍
体
の
山
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
本
格
探
偵
小
説
が
与
え
る
﹁
ひ
と
つ
の
屍

体
に
、
ひ
と
つ
の
克
明
な
論
理
。
そ
れ
は
無
意
味
な
屍
体
の
山
か
ら
、
名
前
の
あ
る
、
固
有
の
、
尊
厳
あ
る
死
を
奪
い
返
そ
う
と
す
る
倒
錯
的

な
情
熱
の
産
物(

)

﹂
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

13

そ
し
て
、
こ
の
無
意
味
な
大
量
死
の
経
験
は
、
一
九
世
紀
的
な
人
間
観
や
芸
術
観
と
は
全
く
異
な
っ
た
感
性
を
新
た
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
。
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
探
偵
小
説
論
と
は
ま
ず
、
そ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

［
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
が
：
引
用
者
注
］
あ
え
て
探
偵
小
説
は
﹁
小
説
﹂
で
は
な
く
﹁
小
説
の
形
を
か
り
た
複
雑
で
、
拡
大
さ
れ
た
謎
﹂
だ

と
断
定
し
た
と
き
、
そ
の
脳
裏
に
は
、
人
間
が
瑣
末
な
﹁
も
の
﹂
に
ま
で
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
塹
壕
戦
の
、
二
〇
世
紀
的
な
経
験
が
深
刻

な
影
を
落
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
代
に
、
芸
術
は
﹁
ゲ
ー
ム
﹂
あ
る
い
は
﹁
パ
ズ
ル
﹂
に
解
体
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)

。
14

だ
が
日
本
に
は
、
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
新
時
代
的
な
意
義
を
十
分
に
理
解
で
き
た
人
間
は
い
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
感
性
に
と
ら
わ
れ
た
ま

ま
探
偵
小
説
＝
芸
術
論
を
唱
え
た
木
々
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、
探
偵
小
説
＝
パ
ズ
ル
論
を
唱
え
た
甲
賀
も
ま
た
、
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
言
葉
を
額
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面
通
り
に
受
け
と
る
以
上
の
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
と
い
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
日
本
の
本
格
／
変
格
論
争
と
は
﹁
欧
米
の
よ
う
に
第
一
次
世

界
大
戦
を
経
過
し
な
い
ま
ま
、
曖
昧
に
二
〇
世
紀
と
い
う
時
代
に
足
を
取
ら
れ
て
混
乱
に
陥
っ
た
日
本
社
会
に
、
た
ぶ
ん
固
有
で
あ
る
精
神
史

的
構
成
の
反
映(

)

﹂
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

15

笠
井
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
思
想
を
真
に
受
け
止
め
る
た
め
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
衝
撃
と
、
以
降
に
展
開
し
た
二

〇
世
紀
精
神
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
見
方
を
採
用
す
る
の
な
ら
ば
、
甲
賀
に
は
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
思
想
が
真
に
は
理
解
で
き
て
い

な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
甲
賀
が
著
作
の
な
か
で
こ
れ
ら
の
問
題
と
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
形
跡
は
見
受
け

ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
で
は
な
く
、
甲
賀
の
思
想
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
の
立
て
方
を
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
笠
井
の
考
察
は
決
し
て
十
分
な
も
の
だ
と
は
い
え
な
い
。︿
誤
解
﹀
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
︿
誤
解
﹀
へ
と
至

る
当
人
の
思
考
や
欲
望
ま
で
は
み
え
て
こ
な
い
か
ら
だ
。
本
格
／
変
格
論
争
を
、︿
欠
如
﹀
や
︿
不
足
﹀
の
結
果
と
し
て
み
る
見
方
は
、
そ
れ
以

上
の
評
価
や
分
析
を
不
要
と
し
て
し
ま
う
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。

ま
ず
は
一
度
、
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
に
傾
倒
す
る
前
の
甲
賀
が
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
た
の
か
を
追
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

一
九
二
九
年
七
月
号
の
﹃
文
学
時
代
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
探
偵
小
説
座
談
会
﹂
に
は
、
甲
賀
を
は
じ
め
、
江
戸
川
乱
歩
、
濱
尾
四
郎
、
大
下

宇
陀
児
、
森
下
雨
村
と
い
っ
た
、
こ
の
時
期
の
探
偵
小
説
壇
を
代
表
す
る
人
物
た
ち
に
よ
る
座
談
の
様
子
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
加
藤
武

雄
の
司
会
の
も
と
、﹁
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
探
偵
小
説
﹂
か
ら
﹁
私
の
好
き
な
探
偵
小
説
と
作
家
﹂
ま
で
、
問
題
の
大
小
を
問
わ
ず
幅
広
い
テ
ー

マ
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
甲
賀
の
思
想
と
い
う
面
で
は
、
特
に
﹁
探
偵
小
説
の
流
行
と
時
代
的
意
義
﹂
を
語
っ
た
箇
所
が
興
味
深
い
。
探
偵

小
説
が
流
行
す
る
理
由
を
問
わ
れ
た
甲
賀
は
、
以
前
に
森
下
雨
村
が
新
聞
で
紹
介
し
て
い
た
﹁
イ
ギ
リ
ス
だ
つ
た
か
の
作
家
の
言
葉
﹂
に
﹁
非

常
に
同
感
﹂
し
た
と
い
い
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
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世
の
中
が
非
常
に
物
質
文
明
が
発
達
し
て
来
て
、機
械
的
文
明
が
完
成
の
域
に
達
し
て
、
人
間
の
生
活
が
非
常
に
平
凡
に
な
つ
た
。
［
中
略
］

人
間
と
い
ふ
も
の
は
さ
う
な
る
と
何
か
で
自
分
の
存
在
を
示
し
た
り
、
何
か
一
寸
変
つ
た
も
の
に
遭
つ
て
見
た
い
と
い
ふ
や
う
な
考
が
反

動
的
に
起
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。［
中
略
］
詰
り
普
通
の
平
凡
に
暮
ら
し
て
居
た
だ
け
で
は
到
底
味
は
ふ
こ
と
の
出
来
な
い
や
う
な
生
活
を

探
偵
小
説
を
読
ん
で
満
足
さ
せ
る
。
さ
う
い
つ
た
や
う
な
気
分
が
働
い
て
居
や
し
な
い
か
と
思
ふ
の
で
す
が
ね(

)

。
16

こ
の
議
論
は
、
も
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
ジ
ョ
ン
・
ク
ー
パ
ー
・
ポ
ウ
イ
ス
が
﹁
T
h
e
crim
e
w
av
e
in
fiction
﹂︵
﹃
W
O
R
L
D
’S
W
O
R
K
﹄

一
九
二
九
・
二
︶
で
展
開
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
紹
介
者
で
あ
る
雨
村
も
格
別
新
し
い
説
で
も
な
い
と
断
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に(

)

、
ポ
ウ
イ
ス
の
発
想
そ
の
も
の
は
、
当
時
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
新
奇
性
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
甲
賀
の
場
合
は
、
そ
こ
で

17

採
り
上
げ
ら
れ
た
現
代
の
﹁
平
凡
﹂
化
と
い
う
主
題
を
、
さ
ら
に
︿
個
人
の
消
失
﹀
と
い
う
問
題
へ
と
結
び
つ
け
て
考
察
し
よ
う
と
し
て
ゆ
く
。

大
下
。
平
凡
に
な
つ
た
か
ね
？

甲
賀
。
非
常
に
平
凡
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
も
う
個
人
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
時
代
が
来
た
。
昔
は
政
治
界
だ
つ
て
一

人
の
雄
弁
家
が
あ
つ
て
大
声
叱
咤
す
る
と
皆
従
い
て
行
く
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
今
は
頭
数
の
政
治
で
、
一
人
の
個
人

が
特
別
な
大
き
な
働
き
を
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
極
端
に
云
へ
ば
個
人
な
ん
て
い
ふ
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
時
代
ぢ
や

な
い
か
と
思
ふ(

)

。［
傍
線
引
用
者
］

18

甲
賀
は
︿
個
人
が
認
め
ら
れ
な
い
時
代
﹀
と
な
っ
た
こ
と
を
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
表
現
で
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
少
々
穿
っ
た
見
方
を
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
様
子
か
ら
、
彼
の
な
か
に
あ
る
強
迫
観
念
的
な
不
安
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ま
た
、
座
談
会
の
討
議
の
な
か
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
甲
賀
が
強
い
反
応
を
示
し
た
話
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
︿
探
偵
小
説
の
真
価
﹀
を
め
ぐ
る
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も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
乱
歩
の
﹁
本
当
に
探
偵
小
説
の
［
中
略
］
真
価
を
掴
ん
で
面
白
が
つ
て
居
る
人
は
少
い
﹂
と
い
う
意
見
に
は
、﹁
少
い
、

非
常
に
少
い
そ
れ
は
僕
も
同
感
だ
﹂
と
同
調
し
、
大
下
宇
陀
児
が
今
の
﹁
純
粋
探
偵
小
説
﹂
に
﹁
本
格
的
な
高
級
な
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
﹂

と
問
え
ば
、﹁
な
い
な
。﹂
と
断
じ
る
。
そ
こ
に
割
っ
て
入
る
か
た
ち
で
、
濱
尾
四
郎
が
﹁
今
の
読
者
は
高
級
な
も
の
を
非
常
に
喜
ん
で
い
る
や

う
で
す
﹂
と
反
論
め
い
た
発
言
し
た
も
の
の
、
甲
賀
の
反
応
は
﹁
で
す
け
れ
ど
も
少
い
﹂
と
取
り
つ
く
島
も
な
い(

)

。
19

こ
の
後
の
甲
賀
の
思
想
的
遍
歴
を
知
る
我
々
に
と
っ
て
、︿
探
偵
小
説
の
真
価
﹀
へ
の
こ
だ
わ
り
が
ど
こ
へ
帰
着
し
た
の
か
は
、
す
で
に
自
明

の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
不
満
は
、
そ
の
ま
ま
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
公
式
主
義
的
な
探
偵
小
説
論
へ
と
接
続
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な

ら
ば
、
彼
が
強
迫
観
念
的
な
こ
だ
わ
り
を
み
せ
た
も
う
ひ
と
つ
の
話
題
で
あ
る
︿
個
人
の
消
失
﹀
へ
の
不
安
は
、
一
体
ど
こ
へ
と
向
か
っ
て
い
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

大
衆
的
な
も
の
へ
の
恐
怖

先
に
結
論
め
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
け
ば
、︿
個
人
の
消
失
﹀
へ
の
不
安
は
消
え
て
無
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
奇
妙
に
屈
折
し

な
ら
が
ら
も
、
甲
賀
の
な
か
に
確
か
に
残
存
し
続
け
て
い
る
。

本
格
／
変
格
論
争
の
た
だ
中
に
あ
っ
た
頃
の
甲
賀
の
テ
ク
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
た
、
エ
ロ
・
グ
ロ
批
判
な
ど
は
、
そ
の
屈
折
が
典
型
的
な
か
た

ち
で
表
出
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

私
の
議
論
は
往
々
に
し
て
、
探
偵
小
説
か
ら
エ
ロ
・
グ
ロ
を
放
逐
せ
よ
と
聞
こ
え
る
ら
し
い
。
実
は
そ
れ
は
私
の
抱
懐
し
て
ゐ
る
所
で
あ

つ
て
、
そ
れ
を
ハ
ツ
キ
リ
い
つ
た
覚
え
は
な
い
が
、
矢
張
り
俗
人
の
悲
し
さ
、
内
に
思
ひ
あ
れ
ば
、
言
外
に
そ
れ
が
溢
れ
る
ら
し
い
。
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一
応
、
周
到
な
彼
の
議
論
ら
し
く
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
直
後
に
﹁
天
才
が
探
偵
小
説
に
エ
ロ
・
グ
ロ
味
を
加
へ
て
読
者
を
十
分
に
把
握
し

得
た
と
す
れ
ば
、
排
斥
す
べ
き
事
で
も
な
﹂
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
す
ぐ
に
﹁
さ
し
て
そ
の
天
才
が
な
い
も
の
が
、
模
倣
す
べ
き
事

で
も
な
い
﹂
と
釘
を
さ
し
て
お
り
、
そ
の
本
心
は
﹁
言
外
﹂
に
溢
れ
て
い
る(

)

。
20

甲
賀
が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、﹁
グ
ロ
と
は
グ
ロ
テ
ス
ク
、
エ
ロ
と
は
エ
ロ
チ
ツ
ク
の
、
日
本
独
特
の
省
略
法
﹂
で
あ
り
、
﹁
盛
ん
に
対
句

的
に
使
用
さ
れ
る
流
行
語
﹂
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
英
語
の
原
義
を
超
え
た
﹁
陰
惨
だ
と
か
、
流
血
だ
と
か
、
変
態
性
欲
﹂
な
ど
が
主

な
意
味
と
し
て
内
包
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

た
だ
、﹁
エ
ロ
・
グ
ロ
﹂
と
い
う
言
葉
が
、﹁
ナ
ン
セ
ン
ス
﹂
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、
大
震
災
以
降
に
勃
興
し
た
大
衆
と
都
市
文
化
を
象
徴

す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
同
時
代
の
気
鋭
の
評
論
家
で
あ
っ
た
大
宅
壮
一
は
、
一
九
三
一
年
の
段
階
で
、

﹁
最
近
の
社
会
相
を
特
色
ず
け
て
い
る
さ
ま
〴
〵
な
流
行
﹂
の
ひ
と
つ
と
し
て
﹁
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
乃
至

漁
［
マ
マ
］

奇
趣
味
﹂
を
挙
げ
、

そ
れ
が
す
で
に
﹁
大
衆
化
し
、
生
活
化
し
て
い
る
点
﹂
を
強
調
す
る(

)

。
大
宅
の
場
合
は
、
大
衆
と
エ
ロ
・
グ
ロ
の
結
び
つ
き
の
な
か
に
、
大
衆
の

21

う
ち
に
発
酵
し
つ
つ
あ
る
新
し
い
社
会
秩
序
へ
の
渇
望
を
読
み
取
っ
て
ゆ
く
。
だ
が
、
甲
賀
の
解
釈
は
全
く
対
照
的
な
も
の
だ
っ
た
。

わ
が
国
の
大
衆
は
著
し
く
グ
ロ
と
エ
ロ
と
を
喜
ぶ
ら
し
い
。
歌
舞
伎
劇
に
も
、
必
ず
殺
し
場
が
あ
り
、
濡
れ
場
が
あ
つ
て
、
前
者
で
は
正

視
に
耐
へ
ざ
る
や
う
な
残
虐
を
見
せ
、
後
者
で
は
猥
雑
に
近
い
色
模
様
を
見
せ
る
。
之
ら
の
も
の
は
時
代
の
進
歩
と
共
に
、
官
憲
の
取
締

を
受
け
て
、
漸
次
改
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
未
だ
十
分
に
余
勢
を
保
つ
て
い
る
。
尤
も
、
外
国
に
も
グ
ラ
ン
ギ
ニ
ヨ
ー
ル
の
や
う
な
残
虐

な
見
せ
物
も
な
い
で
は
な
い
。
然
し
、
一
度
眼
を
大
衆
小
説
に
注
ぐ
と
、
エ
ロ
味
グ
ロ
味
に
於
い
て
、
彼
我
雲
泥
の
差
を
見
出
す
。
殊
に
、

探
偵
小
説
に
於
て
、
こ
の
差
が
最
も
甚
し
い
の
は
注
目
す
べ
き
事
で
あ
る(

)

。
22

こ
こ
で
は
、
エ
ロ
・
グ
ロ
の
濃
淡
を
基
準
と
す
る
、
文
明
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
﹁
時
代
の
進
歩
﹂
は
、
お
の
ず
と
エ
ロ
・
グ
ロ
の
排
斥
を
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も
た
ら
す
と
い
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
エ
ロ
・
グ
ロ
へ
の
嗜
好
を
い
ま
だ
に
捨
て
き
れ
な
い
﹁
わ
が
国
の
大
衆
﹂
と
は
、﹁
歌
舞
伎
劇
﹂
に
よ
っ
て

象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
前
近
代
性
に
と
ら
わ
れ
た
、
旧
時
代
的
な
存
在
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

変
格
探
偵
小
説
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
文
明
論
的
な
見
地
か
ら
批
評
を
加
え
る
と
い
う
方
法
自
体
は
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

甲
賀
が
本
格
／
変
格
と
い
う
分
類
を
作
る
際
に
参
考
と
し
て
い
た
平
林
初
之
輔
な
ど
も
、
﹁
現
代
の
日
本
の
探
偵
小
説
作
家
は
あ
ま
り
に
不
健

全
趣
味
に
片
寄
り
す
ぎ
て
ゐ
る
﹂
と
苦
言
を
呈
し
て
い
た
が
、
そ
の
理
由
は
﹁
か
や
う
な
傾
向
は
、
頽
廃
期
の
特
徴
﹂
で
あ
る
か
ら
だ
っ
た(

)

。
23

一
見
す
る
と
似
た
よ
う
な
批
判
に
も
み
え
る
が
、
大
衆
へ
の
意
識
の
有
無
と
い
う
点
で
、
両
者
の
議
論
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
。
甲
賀
は

探
偵
小
説
作
家
の
存
在
意
義
さ
え
も
、
大
衆
と
の
関
係
性
の
な
か
で
決
定
し
よ
う
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
探
偵
小
説
作
家
を
含
め
﹁
大
衆
作

家
の
仕
事
は
、
大
衆
に
娯
楽
的
読
物
を
提
供
﹂
し
、﹁
そ
れ
に
よ
つ
て
、
大
衆
を
喜
ば
し
楽
し
ま
し
め
、
勇
気
づ
け
る
﹂
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、﹁
只
大
衆
が
喜
ぶ
と
い
ふ
事
の
み
に
よ
つ
て
□
直
ち
に
そ
れ
を
是
認
し
、
善
事
と
す
る
事
は
出
来
ぬ
﹂［
□
は
判
別
不
能
：
引
用
者
注
］。
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
大
衆
作
家
が
﹁
一
種
の
社
会
教
育
を
負
担
し
て
ゐ
る
﹂
こ
と
な
の
だ
と
い
う(

)

。
24

こ
こ
に
探
偵
小
説
作
家
と
大
衆
の
関
係
を
、︿
自
覚
あ
る
教
育
者
﹀
と
︿
無
知
な
子
ど
も
た
ち
﹀
の
よ
う
な
入
れ
替
え
不
可
能
な
上
下
関
係
へ

と
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
、
甲
賀
の
欲
望
を
読
み
取
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
ま
た
、
一
連
の
議
論
に
満
ち
た
甲
賀
の
大
衆
蔑
視
の
感
情
を
あ
げ

つ
ら
い
、
彼
を
鼻
持
ち
な
ら
な
い
エ
リ
ー
ト
主
義
者
と
し
て
断
罪
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
大
衆
と
い
う
存

在
に
、
彼
が
こ
れ
ほ
ど
の
執
着
を
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
問
い
を
解
く
鍵
と
な
る
の
は
、
お
そ
ら
く
前
節
で
確
認
し
て
き
た
、︿
個
人
の
消
失
﹀
へ
の
不
安
で
あ
る
。
こ
の
不
安
が
甲
賀
の
思
考
を

奥
底
で
規
定
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
が
大
衆
を
見
つ
め
続ヽ

けヽ

ざヽ

るヽ

をヽ

得ヽ

なヽ

かヽ

っヽ

たヽ

理
由
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
甲
賀
は
、
大
衆
を
単
に
見
下

し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
そ
の
︿
大
き
な
塊
﹀
に
眼
を
離
し
た
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
幾
度
と
な
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
大
衆
は
無
名
性
を
本
性
と
す
る
。
甲
賀
が
強
迫
観
念
的
に
恐
れ
た
︿
個
人
が
認
め
ら
れ
な
い
時

代
﹀
と
は
、
実
は
︿
大
衆
の
時
代
﹀
の
別
の
呼
び
名
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
甲
賀
が
理
知
的
な
本
格
探
偵
小
説
を
絶
対
視
し
た
こ
と
の
意
味
も
よ
く
み
え
て
く
る
。
本
格
と
い
う
呼
び
名

ゆ
え
に
、
あ
た
か
も
探
偵
小
説
の
本
道
と
し
て
、
流
行
の
主
流
を
な
し
て
い
た
と
勘
違
い
さ
れ
か
ね
な
い
が
、
実
際
に
は
こ
ち
ら
が
明
ら
か
に

少
数
派
で
あ
っ
た
。
乱
歩
な
ど
も
当
時
を
振
り
返
り
、
作
者
も
読
者
も
そ
の
数
は
変
格
派
が
段
違
い
に
多
か
っ
た
と
い
い
、﹁
そ
こ
に
日
本
で
は

純
探
偵
小
説
同
好
者
の
希
少
性
が
あ
り
、
そ
の
希
少
性
を
珍
重
す
る
気
持
が
私
に
は
あ
っ
た
﹂
と
い
う
証
言
を
残
し
て
い
る(

)

。
先
に
も
み
た
﹃
文

25

学
時
代
﹄
の
﹁
探
偵
小
説
座
談
会
﹂
で
も
、
加
藤
武
雄
の
﹁
本
当
の
本
格
の
探
偵
小
説
に
は
、
大
衆
性
が
な
い
と
い
ふ
事
に
な
り
ま
す
か
？
﹂

と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
、
乱
歩
が
﹁
さ
う
い
ふ
風
に
な
る
と
思
ふ
［
。］
併
し
さ
う
い
ふ
こ
と
を
言
ふ
の
は
損
だ
ら
う
と
思
ふ
が
⋮
⋮
。﹂
と

答
え
る
と
い
っ
た
や
り
取
り
が
確
認
で
き
る(

)

。
26

大
衆
と
結
び
つ
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
本
格
は
﹁
損
﹂
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
甲
賀
に
と
っ
て
み
れ

ば
、
そ
の
特
性
は
利
点
で
す
ら
あ
っ
た
は
ず
だ
。
彼
の
大
衆
と
結
び
つ
き
や
す
い
変
格
物
は
相
変
わ
ら
ず
﹁
低
俗
な
大
衆
に
受
け
ら
れ
て
ゐ
る
﹂

が
、
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
よ
う
な
本
格
物
は
﹁
本
来
こ
の
種
の
小
説
は
一
般
の
読
者
に
は
向
か
な
い
﹂
と
い
う
認
識
は(

)

、
本
格
探
偵
小
説
を
真
に

27

理
解
で
き
る
少
数
者
の
︿
個
性
﹀
と
、
大
衆
か
ら
の
超
越
を
保
障
す
る
だ
ろ
う
。
甲
賀
の
本
格
／
変
格
論
争
と
は
、
探
偵
小
説
の
定
義
を
め
ぐ

る
闘
争
で
あ
る
と
同
時
に
、︿
大
衆
の
時
代
﹀
の
な
か
で
︿
個
人
﹀
の
価
値
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
闘
争
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

本
格
へ
の
欲
望
、
そ
の
行
方

最
後
に
甲
賀
の
本
格
探
偵
小
説
論
が
、
同
時
代
の
人
間
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
波
紋
の
広
が
り
を
確

認
し
て
お
こ
う
。

長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
た
め
、
探
偵
小
説
作
家
た
ち
か
ら
甲
賀
に
対
す
る
反
論
や
異
論
は
相
当
の
量
が
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
ら
を
こ
こ
で
一
つ
一
つ
確
認
す
る
の
は
あ
ま
り
に
煩
雑
で
あ
る
し
、
大
下
宇
陀
児
や
木
々
高
太
郎
な
ど
の
主
立
っ
た
論
者
の
意
見
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に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
の
で
、
そ
れ
以
上
の
言
及
は
せ
ず
と
も
十
分
で
あ
ろ
う
。
か
え
っ
て
、
数
は
少
な
い
が
甲
賀
を
肯
定
し
た
も
の
を

み
て
お
い
た
ほ
う
が
、
彼
の
議
論
の
広
が
り
を
知
る
に
は
役
に
立
つ
。

肯
定
論
者
の
な
か
で
、
特
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
や
は
り
乱
歩
で
あ
っ
た
。
甲
賀
と
共
同
戦
線
を
張
っ
て
戦
う
と
い
う
ほ
ど
で
は

な
か
っ
た
に
せ
よ
、
論
争
の
な
か
で
は
本
格
擁
護
派
と
し
て
甲
賀
へ
の
支
持
を
表
明
し
て
い
た
。
乱
歩
の
甲
賀
評
が
興
味
深
い
の
は
、
単
に
理

論
を
肯
定
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ず
、
探
偵
小
説
作
家
と
し
て
の
同
志
愛
の
よ
う
な
も
の
ま
で
が
語
ら
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
も
探
偵
小
説
ら
し
い
探
偵
小
説
は
、
や
っ
ぱ
り
大
衆
的
で
な
い
と
い
う
の
が
本
当
で
は
な
い
か
。
併
し
、
探
偵
小
説
を
盛
ん
な
ら
し

め
る
為
に
は
、
そ
れ
が
大
衆
に
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
甲
賀
三
郎
君
の
如
き
は
昔
か
ら
大
衆
説
を
持
す
る
人
で
あ
る
。
そ
の
癖
彼

が
純
粋
探
偵
小
説
論
者
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
苦
し
い
矛
盾
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
矛
盾
こ
そ
、
我
々
全
体
の
担
っ
て

い
る
悲
し
き
運
命
な
の
で
は
な
い
か(

)

。
28

こ
の
一
文
か
ら
は
、
本
格
／
変
格
に
つ
い
て
議
論
す
る
以
上
、
乱
歩
で
あ
っ
て
も
大
衆
を
め
ぐ
る
﹁
苦
し
い
矛
盾
﹂
に
突
き
当
た
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
乱
歩
の
見
立
て
で
は
、
自
分
と
同
じ
﹁
我
々
全
体
の
担
っ
て
い
る
悲
し
き
運
命
﹂
を
、
甲
賀
も
ま

た
共
有
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
甲
賀
が
昔
か
ら
唱
え
て
い
た
と
い
う
﹁
大
衆
説
﹂
を
実
際
に
確
認
し
て
み
る
と
、
両
者
の
探
偵
小
説
観
に
は
根
本
的
な
相

違
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
確
か
に
、
甲
賀
は
本
格
／
変
格
論
争
の
最
初
期
の
段
階
で
は
、
探
偵
小
説
の
大
衆
へ
の
普
及
を
志
向
す
る
よ
う
な

記
述
を
残
し
て
い
る
。
甲
賀
は
、
す
べ
て
の
階
級
の
人
々
に
通
用
す
る
﹁
探
偵
小
説
の
殆
ど
普
遍
的
な
魅
力
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
り
え
る
の
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、﹁
私
は
明
ら
か
に
過
去
に
お
い
て
誤
解
し
て
い
た
﹂
と
い
う
。
﹁
私
は
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
云
ふ
Ａ
級
の
読
者
︱
︱
大

学
教
授
、
学
者
、
政
治
家
、
科
学
者
等
々
︱
︱
と
Ｂ
級
の
読
者
と
の
間
に
は
﹁
探
偵
小
説
の
持
つ
魅
力
﹂
に
相
当
の
隔
た
り
が
あ
る
も
の
と
信
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じ
て
い
た
﹂
が
、﹁
し
か
し
さ
う
し
た
考
へ
は
誤
り
で
あ
つ
た
﹂。
な
ぜ
な
ら
ば
、﹁
精
巧
に
組
み
立
て
ら
れ
た
面
白
い
謎
﹂
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
階

級
が
共
有
で
き
る
魅
力
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ(

)

。
29

甲
賀
の
こ
う
し
た
主
張
に
対
し
て
は
、
そ
の
﹁
謎
﹂
が
﹁
Ａ
級
の
読
者
﹂
に
も
﹁
Ｂ
級
の
読
者
﹂
に
も
同
じ
よ
う
に
魅
力
的
で
あ
る
と
、
な

ぜ
断
言
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
す
ぐ
さ
ま
浮
か
ぶ
。
だ
が
、
ま
ず
は
甲
賀
が
、
真
に
正
し
い
単
一
の
基
準
さ
え
確
定
で
き
れ
ば
、
そ
れ

が
普
遍
性
を
持
ち
得
る
と
い
う
発
想
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
点
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
日
本
の
探
偵
小
説
が
も
つ
定
義
の
曖
昧
さ
に
も

﹁
日
本
の
探
偵
小
説
壇
に
英
米
な
ど
に
見
ら
れ
な
い
多
様
性
を
与
へ
そ
の
水
準
を
高
め
た
こ
と
も
亦
確
か
で
あ
る
﹂
と
し
て
、
一
定
の
評
価
を

与
え
て
い
る
乱
歩
と
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
甲
賀
の
発
想
か
ら
で
は
、
乱
歩
の
よ
う
に
基
準
の
複
数
性
を
是
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
が
、
一
歩
間
違
え
れ
ば
、
あ
る
種
の
不
寛
容
へ
と
つ
な
が
り
か
ね
な
い
発
想
だ
っ
た
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
発
想
の
も
つ
危
う
さ
は
、
甲
賀
本
人
の
議
論
の
な
か
よ
り
も
、
そ
の
波
及
し
た
先
で
明
確
な
か
た
ち
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
。

本
格
／
変
格
論
争
の
時
期
、
探
偵
小
説
の
専
門
誌
﹃
ぷ
ろ
ふ
い
る
﹄
の
読
者
欄
で
は
、
論
争
に
呼
応
し
た
読
者
間
で
の
熱
の
こ
も
っ
た
応
酬

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
変
格
肯
定
論
か
ら
本
格
肯
定
論
、
さ
ら
に
は
折
衷
案
ま
で
が
登
場
し
、
全
体
と
し
て
本
格
／
変
格
ど
ち
ら
か
に
片

寄
る
と
い
っ
た
こ
と
も
な
く
、
当
時
の
幅
広
い
意
見
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
気
に
な
る
の
は
、
本
格
肯
定
論
者
た
ち
に
共
通

す
る
、
変
格
へ
の
憎
悪
と
い
っ
て
も
よ
い
感
情
で
あ
る
。

即
ち
先
生
［
＝
甲
賀
：
引
用
者
注
］
の
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
な
﹁
探
偵
小
説
講
話
﹂
の
意
味
す
ら
取
り
得
な
い
ヨ
タ
モ
ノ
だ
。［
中
略
］

エ
ロ
グ
ロ
の
非
道
徳
的
な
悪
魔
派
と
は
違
ふ
ん
だ
ぞ

と
定
義
づ
け
て
如
何
し
て
Ｄ
・
Ｓ
［
＝
d
etectiv
e
story：
引
用
者
注
］
フ
ア
ン
が

!!

減
少
す
る
ん
だ
。
若
し
減
少
す
る
と
し
た
ら
其
れ
こ
そ
変
態
性
欲
に
渇
し
た
助
平
野
郎
た
ち
だ(

)

！
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エ
ロ
・
グ
ロ
と
そ
れ
を
嗜
好
す
る
人
々
に
対
す
る
強
い
蔑
視
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
甲
賀
の
思
想
を
直
接
的
に
引
き
継
い
だ
も
の
だ
と
い
え

よ
う
。
本
格
肯
定
派
の
読
者
た
ち
の
う
ち
、
少
な
か
ら
ぬ
人
々
に
は
、
甲
賀
の
理
論
だ
け
で
な
く
、
そ
の
思
想
の
構
造
ご
と
共
有
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

﹁
所
謂
変
格
探
偵
小
説
派
と
称
せ
ら
れ
る
亡
者
共
が
最
近
ボ
ツ
〳
〵
台
頭
し
始
め
て
来
た
こ
と
は
探
偵
小
説
愛
好
家
の
一
人
と
し
て
私
は
誠

に
残
念
で
あ
る
﹂
と
語
り
始
め
る
投
書
者
・
栗
栖
二
郎
は
、
変
格
派
の
作
家
や
愛
好
者
た
ち
を
﹁
馬
鹿
者
﹂﹁
愚
者
﹂
と
罵
っ
た
上
で
、
次
の
よ

う
に
呼
び
か
け
る
。

江
戸
川
、
大
下
、
水
谷
、
木
々
、
海
野
、
夢
野
輩
何
者
ぞ
や
。
彼
等
は
探
偵
小
説
滅
亡
論
者
で
あ
る
。
宜
し
く
諸
君
は
世
界
の
探
偵
小
説

界
か
ら
彼
等
を
排
除
し
て
了
ふ
べ
き
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
を
排
斥
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
大
英
断
を
想
へ(

)
31

!!

こ
こ
に
至
っ
て
、
甲
賀
的
発
想
の
危
う
さ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
念
の
た
め
に
述
べ
て
お
け
ば
、
栗
栖
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
民
族
浄
化
を
言
祝
い

で
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
甲
賀
や
本
格
肯
定
派
が
皆
フ
ァ
シ
ス
ト
で
あ
る
と
い
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
甲
賀
の

真
に
正
し
い
単
一
の
基
準
さ
え
確
定
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
普
遍
性
を
持
ち
得
る
と
い
う
発
想
が
、
基
準
を
共
有
で
き
な
い
存
在
が
現
わ
れ
た
場

合
、
容
易
に
そ
の
存
在
の
全
否
定
へ
と
転
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。

甲
賀
の
探
偵
小
説
批
評
を
時
系
列
に
追
っ
て
ゆ
く
と
、
最
初
期
に
み
ら
れ
た
﹁
大
衆
説
﹂
は
す
ぐ
に
立
ち
消
え
、
本
格
＝
パ
ズ
ル
説
か
ら
変

格
排
斥
論
へ
と
そ
の
重
心
が
移
っ
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
変
遷
は
、
文
学
史
的
枠
組
み
か
ら
み
れ
ば
、﹁
大
正
末
期
に
﹁
新
青
年
﹂
を
中
心
に
し
て

勃
興
し
た
探
偵
小
説
の
概
念
が
放
漫
に
な
り
、
同
誌
所
載
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
探
偵
小
説
だ
と
思
わ
れ
、
ま
た
そ
の
名
称
に
対
す
る
検
討
も
お

ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
た
の
で
、
潔
癖
な
甲
賀
が
そ
の
区
画
整
理
に
乗
り
出
し
た(

)

﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
甲
賀
の
思
想
を

32

特
徴
づ
け
る
、︿
個
人
の
消
失
﹀
へ
の
不
安
と
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
大
衆
的
な
も
の
へ
の
恐
怖
を
踏
ま
え
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
変
遷
は
︿
個
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人
﹀
を
保
障
す
る
た
め
に
、
ど
ん
ど
ん
と
自
ら
の
世
界
を
縮
小
し
純
化
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
の
反
映
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

ヒ
ト
ラ
ー
が
、純
粋
な
ア
ー
リ
ア
人
と
い
う
自
閉
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
守
ろ
う
と
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

甲
賀
は
そ
れ
を
探
偵
小
説
批
評
の
世
界
で
な
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
不
可
思
議
な
相
似
は
、
本
格
／
変
格
論
争
と
い
う
、︿
探
偵
小
説

の
あ
る
べ
き
姿
﹀
を
問
お
う
と
し
た
極
め
て
文
学
的
な
営
為
の
な
か
に
、
同
時
代
の
政
治
・
社
会
・
文
化
を
貫
く
よ
う
な
諸
問
題
が
共
有
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

注
︵

︶
横
光
利
一
﹁
転
換
期
の
文
学
﹂﹃
定
本
横
光
利
一
全
集
﹄
一
五
巻

河
出
書
房
新
社

一
九
八
三

六
五
五
頁

１
︵

︶
﹁
探
偵
物
の
要
求
が
今
後
益
す
盛
ん
に
な
る
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
二
三
・
一
〇
・
一
六

２
︵

︶
江
戸
川
乱
歩
﹁
探
偵
雑
誌
全
盛
の
こ
と
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
二
五
・
一
二
・
六

３
︵

︶
江
戸
川
乱
歩
﹁﹁
謎
﹂
以
上
の
も
の
︵
一
︶﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
三
三
・
五
・
二
一

４
︵

︶
春
田
能
為
﹁
印
象
に
残
る
作
家
作
品
﹂﹃
新
青
年
﹄
一
九
二
五
・
八
［
春
田
能
為
は
甲
賀
の
本
名
］、
甲
賀
三
郎
﹁
探
偵
小
説
講
話
﹂
﹃
ぷ
ろ
ふ
い
る
﹄

５
一
九
三
五
・
三
。
な
お
、
山
下
利
三
郎
の
随
筆
﹁
画
房
雀
﹂︵﹃
探
偵
趣
味
﹄
一
九
二
六
年
二
月
︶
に
も
、﹁
変
格
派
﹂
は
甲
賀
が
便
宜
上
つ
け
た
名
称
だ

と
い
う
紹
介
が
あ
る
。

︵

︶
甲
賀
三
郎
﹁
探
偵
小
説
講
話
﹂﹃
ぷ
ろ
ふ
い
る
﹄
一
九
三
五
・
一
～
一
二
︵
連
載
全
一
二
回
︶。
引
用
は
第
一
回
︵﹃
ぷ
ろ
ふ
い
る
﹄
一
九
三
五
・
一

一

６
一
頁
︶
よ
り
。

︵

︶
甲
賀
三
郎
﹁
探
偵
小
説
は
こ
れ
か
ら
だ
﹂︵
上
・
下
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
三
一
・
七
・
一
六
～
一
七

７
︵

︶
大
下
宇
陀
児
﹁
探
偵
小
説
の
型
を
破
れ
﹂﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
三
一
・
七
・
二
三

８
︵

︶
木
々
高
太
郎
﹁
愈
々
甲
賀
三
郎
氏
に
論
戦
﹂﹃
ぷ
ろ
ふ
い
る
﹄
一
九
三
六
・
三

一
二
二
頁

９
︵

︶
中
島
河
太
郎
﹃
日
本
推
理
小
説
史
﹄
第
三
巻

東
京
創
元
社

一
九
九
六

一
〇
六
頁

10
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︵

︶
甲
賀
前
掲
文
︵
一
九
三
一
・
七
・
一
六
～
一
七
︶

11
︵

︶
ウ
ィ
ラ
ー
ド
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
・
ラ
イ
ト
﹁
推
理
小
説
論
﹂﹃
ウ
イ
ン
タ
ー
殺
人
事
件
﹄
東
京
創
元
社

一
九
六
二

一
七
〇
頁
。
な
お
、
ウ
ィ
ラ
ー

12
ド
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
・
ラ
イ
ト
は
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ン
の
本
名
。

︵

︶
笠
井
潔
﹃
探
偵
小
説
論
Ⅰ
﹄
東
京
創
元
社

一
九
九
八

二
〇
～
二
一
頁

13
︵

︶
笠
井
前
掲
書

五
一
頁

14
︵

︶
笠
井
前
掲
書

三
七
頁

15
︵

︶
江
戸
川
乱
歩
［
他
］﹁
探
偵
小
説
座
談
会
﹂﹃
文
学
時
代
﹄
一
九
二
九
・
七

五
二
～
五
三
頁
。
こ
こ
で
甲
賀
が
参
照
し
て
い
る
森
下
雨
村
の
記
事
は
、

16
﹁
探
偵
小
説
時
代
︵
上
︶﹂﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
一
九
二
九
・
三
・
二
三
。

︵

︶
森
下
前
掲
文

17
︵

︶
江
戸
川
乱
歩
［
他
］
前
掲
文

五
三
頁

18
︵

︶
同

五
四
頁

19
︵

︶
甲
賀
三
郎
﹁
探
偵
小
説
講
話
﹂﹃
ぷ
ろ
ふ
い
る
﹄
一
九
三
五
・
六

一
三
四
頁

20
︵

︶
大
宅
壮
一
﹁
反
社
会
性
へ
の
憧
憬
﹂﹃
犯
罪
科
学
﹄
一
九
三
一
・
九

二
三
～
二
四
頁

21
︵

︶
甲
賀
前
掲
文
︵
一
九
三
五
・
六
︶

一
三
九
頁

22
︵

︶
平
林
初
之
輔
﹁
探
偵
小
説
壇
の
諸
傾
向
﹂﹃
新
青
年
﹄
一
九
二
六
・
二

五
一
頁

23
︵

︶
甲
賀
前
掲
文
︵
一
九
三
五
・
六
︶

一
四
〇
頁

24
︵

︶
江
戸
川
乱
歩
﹁
探
偵
小
説
四
十
年
﹂﹃
江
戸
川
乱
歩
全
集
﹄
第
二
八
巻

二
〇
〇
六

光
文
社

六
六
四
～
六
六
五
頁

25
︵

︶
江
戸
川
乱
歩
［
他
］
前
掲
文

五
五
頁

26
︵

︶
甲
賀
三
郎
﹁
探
偵
小
説
の
今
昔
﹂﹃
ペ
ン
﹄
一
九
三
七
・
一

一
八
八
～
一
九
〇
頁

27
︵

︶
江
戸
川
乱
歩
﹁
探
偵
小
説
十
年
﹂﹃
江
戸
川
乱
歩
全
集
﹄
第
二
四
巻

光
文
社

二
〇
〇
五

三
〇
七
頁

28
︵

︶
甲
賀
前
掲
文
︵
一
九
三
一
・
七
・
一
六
～
一
七
︶

29
︵

︶
五
月
女
乙
髏
﹁
内
海
蛟
太
郎
君
へ
﹂﹃
ぷ
ろ
ふ
い
る
﹄
一
九
三
五
・
五

一
〇
三
頁

30
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︵

︶
栗
栖
二
郎
﹁
探
偵
小
説
の
浄
化
﹂﹃
ぷ
ろ
ふ
い
る
﹄
一
九
三
五
・
七

一
一
七
頁

31
︵

︶
中
島
前
掲
書

一
〇
六
頁

32

︵
文
学
部
助
教
︶

︹
付
記
︺

本
論
引
用
で
は
、
旧
漢
字
は
適
宜
新
漢
字
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
本
文
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。

な
お
、
本
論
は
、
愛
知
淑
徳
大
学
研
究
助
成
︵
研
究
期
間
：
二
年
間
、
平
成

年
度
～
平
成

年
度
︶
に
よ
る
共
同
研
究
﹁
近
現
代
日
本
に

24

25

お
け
る
批
評
精
神
の
変
遷
﹂
の
成
果
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
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