
─ 48 ─
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は
じ
め
に

　
大
阪
圭
吉
「
三
狂
人
」
は
、『
新
青
年
』
一
九
三
六
年
七
月
号
に
同
誌
恒
例

の
「
六
ヶ
月
連
続
短
篇
」
の
一
作
目
（
初
出
で
は
「
連
載
短
編
そ
の
１
」
と
あ

る
）
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
初
刊
は
江
戸
川
乱
歩
編
『
黄
金
の
書
（
１
）』（
日

本
探
偵
小
説
傑
作
集
　
第
一
輯
、
ま
ひ
る
書
房
、
一
九
四
七
年
六
月
）
で
あ
る
。

「
狂
人
の
異
常
心
理
を
利
用
し
た
狡
智
な
計
画
を
描
」
（
１
）
い
た
「
独
特
の
ユ
ー
モ

ア
と
優
し
さ
の
漂
う
」
（
２
）「
本
格
探
偵
小
説
」
（
３
）
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
、
後
に
見

る
よ
う
に
戦
後
数
多
く
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
大
阪
の
代
表

作
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
Ｍ
市
郊
外
に
近
い
小
高
い
赤
土
山
の
上
に
あ
る
赤
澤
脳
病
院
は
、
新
し
い
市

立
の
精
神
病
院
の
設
立
に
影
響
さ
れ
患
者
が
減
り
、
没
落
の
道
を
た
ど
っ
て
い

た
。
残
っ
て
い
る
患
者
は
三
名
。
一
号
室
に
は
羽
目
板
を
足
で
ト
ン
ト
ン
叩
く

癖
の
あ
る
「
ト
ン
ト
ン
」、
二
号
室
に
は
女
装
し
て
ソ
プ
ラ
ノ
を
張
り
上
げ
る

「
歌
姫
」、
三
号
室
に
は
大
怪
我
を
し
た
と
称
し
て
顔
い
っ
ぱ
い
に
包
帯
を
巻
い

た
「
怪
我
人
」。
あ
る
日
の
朝
、
老
看
護
人
が
三
人
の
患
者
の
脱
走
に
気
づ
く
。

院
長
を
探
す
と
、
頭
の
中
を
空
っ
ぽ
に
さ
れ
た
血
み
ど
ろ
の
死
体
（
院
長
と
思

わ
れ
た
が
、
実
は
「
ト
ン
ト
ン
」）
が
見
つ
か
る
。
駆
け
つ
け
た
司
法
主
任
は

「
専
門
家
」
と
し
て
市
立
の
精
神
病
院
長
松
永
を
呼
ぶ
。
松
永
は
赤
澤
が
日
頃

「
脳
味
噌
を
つ
め
替
え
ろ
」
と
患
者
に
暴
言
を
吐
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、

狂
人
が
そ
れ
を
真
に
受
け
て
赤
澤
の
脳
味
噌
と
自
分
の
脳
味
噌
を
詰
め
替
え
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
、
と
考
え
る
。
夕
方
、「
歌
姫
」
が
火
葬
場
近
く
で
、

「
怪
我
人
」
が
川
の
付
近
で
捕
ま
る
が
、
ど
こ
に
も
血
が
つ
い
て
い
な
い
た
め

犯
人
で
は
な
い
。「
ト
ン
ト
ン
」
の
死
体
が
線
路
際
で
見
つ
か
る
。
レ
ー
ル
を

枕
に
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
既
に
そ
の
頭
は
砕
か
れ
飛
び
散
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
松
永
は
「
ト
ン
ト
ン
」
の
足
裏
が
柔
ら
か
い
こ
と
に
疑
問
を
抱
き
、
急
い

で
赤
澤
脳
病
院
へ
戻
る
。
院
長
の
死
体
の
足
裏
は
硬
く
親
指
に
は
胼
胝
が
で
き

て
い
る
。
院
長
の
死
体
は
「
ト
ン
ト
ン
」
の
死
体
で
あ
っ
た
。「
怪
我
人
」
の

包
帯
を
解
く
と
そ
こ
に
は
赤
澤
院
長
が
。
い
つ
も
脳
味
噌
を
つ
め
替
え
ろ
と
叱

ら
れ
て
い
た
狂
人
が
、
狂
人
ら
し
い
率
直
さ
か
ら
そ
れ
を
実
行
し
た
、
と
見
せ

か
け
て
、
実
は
逆
に
狂
人
を
殺
し
て
自
分
が
死
ん
だ
振
り
を
し
て
い
た
。
松
永

が
言
う
に
は
、
引
取
人
が
来
た
と
で
も
言
っ
て
贋
の
「
怪
我
人
」
は
姿
を
消
し
、

赤
澤
未
亡
人
が
病
院
を
金
に
代
え
、
院
長
の
生
命
保
険
も
受
け
取
り
、
片
田
舎

〈
探
偵
〉
の
来
歴
、〈
犯
人
〉
の
来
歴

─
大
阪
圭
吉
「
三
狂
人
」
論

─

鈴

木
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作
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で
赤
澤
と
う
ま
く
落
合
う
、
そ
ん
な
風
に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
さ
て
、
先
行
論
を
見
渡
す
と
、
戦
後
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
寄
せ
た
中
島
河
太

郎
の
「
解
説
」
に
お
け
る
評
価
に
始
ま
る
一
つ
の
傾
向
が
見
出
せ
る
。
中
島
は

「
脳
病
院
の
患
者
の
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ
捉
え
て
、
院
内
に
起
っ
た
血
腥
い
惨
劇

と
か
ら
み
合
わ
せ
、
狡
智
な
犯
罪
を
手
際
よ
く
纏
め
て
あ
る
」
（
４
）「

狂
人
の
異
常

心
理
を
利
用
し
た
狡
智
な
計
画
を
主
題
に
し
た
」
（
５
）「

狂
人
の
異
常
心
理
を
利
用

し
た
狡
智
な
計
画
を
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
」
（
６
）

と
、
狂
人
の
異
常
心
理
を
利
用
し

た
狡
智
な
犯
罪
を
「
主
題
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
類
似
し
た
読
み
が
後
の
論

者
に
も
受
け
継
が
れ
、
権
田
萬
治
は
「
無
邪
気
な
狂
人
を
悪
用
す
る
犯
罪
を
描

い
た
」「
純
真
な
精
神
障
害
者
を
利
用
す
る
」
（
７
）
と
、
伊
藤
秀
雄
は
「
狂
人
の
異

常
心
理
を
利
用
し
た
悪
知
恵
の
着
想
は
す
ぐ
れ
て
い
る
」
（
８
）

と
評
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
本
作
は
先
行
論
に
お
い
て
、
狂
人
の
異
常
心
理
を
悪
用
し
た
犯
罪

計
画
が
主
題
で
あ
る
と
定
説
化
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
評
と
は
異
な
る
視
座
に
立
つ
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
の
新

た
な
位
相
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
先

行
論
は
図
ら
ず
も
作
中
で
探
偵
役
を
果
た
す
精
神
病
院
長
・
松
永
の
視
座
に
寄

り
添
う
こ
と
で
作
中
の
事
件
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
松
永
を
眺
め
る

語
り
手
の
視
座
を
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
テ
ク
ス
ト
の
再
検
討
が
可
能
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。

　
松
永
は
事
件
解
決
後
に
「
併
し
ど
う
も
、
あ
ゝ
云
ふ
無
邪
気
な
連
中
を
囮
に

使
つ
て
の
こ
ん
な
残
酷
な
仕
事
に
は
、
好
意
は
持
て
ま
せ
ん
ね
」
と
述
べ
て
お

り
、
先
行
論
は
こ
の
事
件
の
総
括
か
ら
作
品
の
「
主
題
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
総
括
に
続
い
て
語
り
手
は
次
の
よ
う
な
松
永
の
言
動
を
掬
い
、

物
語
を
終
わ
ら
せ
る
。

博
士
は
さ
う
云
つ
て
司
法
主
任
の
顔
を
見
た
が
、
ふ
と
な
に
か
を
思
ひ
出

し
て
、
い
ま
い
ま
し
さ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
、
ち
よ
つ
と
威
厳
を
つ
く
ろ

つ
て
附
加
へ
た
。

「
い
や
併
し
、
い
づ
れ
に
し
て
も
こ
の
事
件
に
は
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
多
々
あ
り
ま
す
よ
…
…
誰
で
も
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん

な
。」

　
こ
こ
で
松
永
は
何
を
「
思
ひ
出
し
」、
な
ぜ
事
件
が
解
決
し
て
い
る
に
も
拘

わ
ら
ず
「
い
ま
い
ま
し
さ
う
な
顔
を
し
」
た
の
か
。「
威
厳
を
つ
く
ろ
」
う
必

要
が
あ
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
威
厳
の
綻
び
を
感
じ
て
い
た
の
か
。
こ
の
事
件
に

お
け
る
、「
誰
で
も
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
」
な
い
「
教
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
」
と
は
何
な
の
か
。
あ
え
て
物
語
の
結
末
に
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
必
然
的

に
生
む
記
述
が
配
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
を
意
味
づ
け
回
収
す
る
こ

と
な
し
に
一
歩
手
前
の
松
永
に
よ
る
総
括
と
同
化
し
た
読
解
で
は
テ
ク
ス
ト
解

釈
と
し
て
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
読
み
手
の
解
釈
が
松
永
に
寄
り
添
っ
て
し
ま
う
の
も
テ
ク
ス
ト

の
性
質
か
ら
言
っ
て
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
テ
ク
ス
ト
が

〈
探
偵
〉
小
説
で
あ
る
た
め
に
〈
探
偵
〉
が
特
権
的
な
地
位
に
あ
る
の
は
当
然

で
あ
る
し
、
松
永
は
事
件
発
生
後
に
主
た
る
視
座
と
し
て
犯
人
を
追
い
、
一
方

的
に
ま
な
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
読
み
手
は
松
永
の
視
座
に
無
意

識
に
馴
化
し
て
し
ま
う
。

　
し
か
し
、
松
永
の
探
偵
と
し
て
の
地
位
が
本
来
的
に
絶
対
で
は
な
か
っ
た
こ

と
も
テ
ク
ス
ト
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
松
永
が
探
偵
と
な
り
赤
澤
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が
犯
人
と
な
っ
た
分
水
嶺
は
精
神
病
院
を
め
ぐ
る
経
済
的
事
情
に
よ
る
。「
新

し
い
時
代
が
来
て
、
新
し
い
市
立
の
精
神
病
院
が
出
来
上
が
る
と
、
そ
の
頃
か

ら
た
ゞ
さ
へ
多
く
も
な
い
患
者
が
め
き
〳
〵
と
減
つ
て
行
つ
た
」「
や
が
て
嵩

ん
だ
苦
悩
の
は
け
口
が
患
者
に
向
け
ら
れ
て
、「
こ
の
気
違
ひ
野
郎
！
」
と
か

「
貴
様
ア
馬
鹿
だ
ぞ
、
脳
味
噌
を
つ
め
替
へ
な
く
つ
ち
ゃ
ア
駄
目
だ
」
な
ど
と

無
謀
な
言
葉
を
浴
び
せ
る
や
う
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
新
し
い
「
市
立
の
精
神

病
院
」
の
繁
栄
を
原
因
と
し
た
患
者
の
急
激
な
減
少
を
背
景
に
赤
澤
は
犯
行
に

至
る
。
つ
ま
り
、
赤
澤
の
犯
行
を
促
進
し
た
の
が
探
偵
た
る
松
永
の
立
場
で
あ

る
と
い
う
皮
肉
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
来
絶
対
的
で
は
な
か
っ
た

は
ず
の
立
場
が
一
定
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
下
で
固
定
化
さ
れ
落
差
を
生
ん

で
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
松
永
の
特
権
性
は
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
自
覚
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
す

こ
と
で
そ
の
特
権
性
を
掘
り
崩
し
、
松
永
を
相
対
化
で
き
よ
う
。

　
そ
う
し
た
探
偵
と
犯
人
の
相
対
性
を
担
保
し
て
い
る
の
が
テ
ク
ス
ト
で
は
語

り
手
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
松
永
は
「
狂
人
」
た
ち
や
赤
澤
を
ま
な
ざ
す
が
、

そ
の
「
狂
人
」
た
ち
や
赤
澤
を
ま
な
ざ
す
松
永
を
語
り
手
は
ま
な
ざ
し
て
い
る
。

拙
論
で
は
松
永
の
特
権
性
の
成
立
を
確
認
し
た
上
で
、
視
座
を
語
り
手
へ
ず
ら

す
こ
と
で
本
テ
ク
ス
ト
の
新
た
な
位
相
を
見
出
し
た
い
。

　
以
降
の
拙
論
で
は
、「
一
　
視
座
と
し
て
の
探
偵
・
松
永
」
に
お
い
て
、
視

座
と
し
て
の
探
偵
・
松
永
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
特
権
性
を
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
巨

視
的
に
鳥
瞰
す
る
。「
二
　
松
永
の
ま
な
ざ
し
」
に
お
い
て
、
視
座
と
し
て
の

松
永
の
一
方
向
性
を
指
摘
し
、
そ
の
優
位
性
を
微
視
的
に
テ
ク
ス
ト
本
文
か
ら

検
討
す
る
。
そ
し
て
「
三
　
語
り
手
の
ま
な
ざ
し
」
に
お
い
て
、
松
永
の
事
件

の
「
解
釈
」
を
批
判
的
に
検
討
し
つ
つ
、
語
り
手
の
視
座
か
ら
松
永
の
相
対
化

を
試
み
る
。
さ
ら
に
「
四
　
同
時
代
の
精
神
病
院
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
」
に
お

い
て
、
精
神
病
院
法
に
お
け
る
「
代
用
精
神
病
院
制
度
」
や
京
都
岩
倉
村
の

「
家
庭
看
護
」
と
い
っ
た
同
時
代
の
精
神
病
院
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
を
参
照
し
、

テ
ク
ス
ト
の
意
味
づ
け
に
取
り
込
む
。

一
　
視
座
と
し
て
の
探
偵
・
松
永

　
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
松
永
の
役
割
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
松
永
を
軸
と
し

た
プ
ロ
ッ
ト
を
以
下
に
提
示
す
る
。

　
①
冒
頭
で
赤
澤
脳
病
院
の
経
営
不
振
が
語
ら
れ
、
そ
の
た
め
赤
澤
院
長
が

「
苦
悩
の
は
け
口
」
と
し
て
残
さ
れ
た
三
人
の
患
者

─
す
な
わ
ち
「
ト
ン
ト

ン
」「
歌
姫
」「
怪
我
人
」
と
い
う
「
三
狂
人
」

─
に
対
し
「
脳
味
噌
を
つ
め

替
へ
な
く
つ
ち
や
ア
駄
目
だ
」
な
ど
と
暴
言
を
吐
く
よ
う
に
な
る
。
②
「
三
狂

人
」
が
脱
走
し
赤
澤
と
見
ら
れ
る
死
体
が
発
見
さ
れ
、
事
件
発
生
と
な
る
。
③

駆
け
つ
け
た
司
法
主
任
ら
は
、「
専
門
家
」
と
し
て
市
立
の
精
神
病
院
長
松
永

を
呼
ぶ
。
④
松
永
は
「
脳
味
噌
を
つ
め
替
へ
ろ
」
と
い
う
赤
澤
の
言
葉
か
ら
、

狂
人
が
赤
澤
と
脳
を
つ
め
替
え
よ
う
と
し
た
た
め
に
殺
害
し
た
と
推
理
す
る
。

⑤
「
歌
姫
」「
怪
我
人
」
を
発
見
、
保
護
す
る
。「
ト
ン
ト
ン
」
は
線
路
を
枕
に

頭
を
轢
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
足
の
裏
が
柔
ら
か
い
こ
と
か
ら
松
永
は
死
体
が

「
ト
ン
ト
ン
」
で
な
い
と
判
断
す
る
。
⑥
そ
こ
で
院
内
に
戻
り
赤
澤
の
死
体
の

足
指
を
見
る
と
大
き
な
胼
胝
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
院
長
と
見
ら
れ
た
死
体
は

「
ト
ン
ト
ン
」
で
あ
っ
た
。
⑦
真
犯
人
は
「
怪
我
人
」
に
扮
装
し
た
赤
澤
で
、

「
無
邪
気
な
連
中
を
囮
に
使
つ
て
の
こ
ん
な
残
酷
な
仕
事
」
と
い
う
松
永
の
批
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判
に
よ
り
事
件
は
総
括
さ
れ
る
。

　
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
さ
ら
に
抽
象
化
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
①
犯
罪

が
起
こ
る
前
触
れ
、
ミ
ス
リ
ー
ド
→
②
犯
罪
が
起
こ
る
→
③
警
察
に
よ
る
捜
査

が
進
ま
ず
、
探
偵
登
場
→
④
探
偵
、
ミ
ス
リ
ー
ド
に
導
か
れ
た
誤
っ
た
推
理
→

⑤
⑥
探
偵
、
物
証
に
よ
り
誤
っ
た
推
理
を
修
正
→
⑦
探
偵
、
正
し
い
推
理
に
よ

り
真
犯
人
を
捕
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
探
偵
役
た
る
松
永
の
登
場
に
よ
っ
て
捜
査
が
初
め
て
進
捗
し
、

松
永
は
事
前
に
仕
掛
け
ら
れ
た
ミ
ス
リ
ー
ド
に
よ
り
一
度
は
誤
っ
た
推
理
を
す

る
が
、
物
証
を
掴
む
こ
と
で
推
理
を
正
し
い
方
向
へ
修
正
し
、
真
犯
人
を
捕
ら

え
る
。
つ
ま
り
、
探
偵
・
松
永
の
登
場
、
行
動
や
認
識
の
変
化
が
節
目
と
な
り
、

そ
れ
に
よ
り
物
語
が
展
開
す
る
仕
掛
け
が
テ
ク
ス
ト
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
物
語
と
し
て
の
展
開
の
動
因
を
探
偵
に
置
く
こ
う
し
た
テ
ク
ス

ト
の
特
徴
は
、
字
義
通
り
の
〈
探
偵
〉
小
説
と
し
て
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
上
、

本
テ
ク
ス
ト
は
先
の
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
分
か
る
よ
う
に
「
難
解
な
秘
密
が
多
か
れ

少
な
か
れ
論
理
的
に
徐
々
に
解
か
れ
て
行
く
径
路
の
面
白
さ
を
主
眼
と
す
る
文

学
」
（
９
）
と
し
て
の
「
探
偵
小
説
」
性
を
充
分
に
備
え
て
お
り
、
江
戸
川
乱
歩
を
し

て
そ
の
作
風
を
「
ポ
オ
に
よ
つ
て
創
始
さ
れ
、
ド
イ
ル
に
よ
つ
て
、
更
ら
に
通

俗
化
さ
れ
な
が
ら
、
完
成
さ
れ
た
所
の
、
短
編
探
偵
小
説
の
純
粋
正
統
を
受
継

ぐ
も
の
で
あ
る
」）（（
（

と
言
わ
し
め
た
「
本
格
短
編
作
家
」）（（
（

大
阪
圭
吉
の
面
目
躍
如

た
る
作
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
〈
本
格
〉
探
偵
小
説
性
が
本
テ

ク
ス
ト
解
釈
の
更
新
を
妨
げ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
以
降
、
拙
論
で
は
テ
ク
ス

ト
を
微
視
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
で
〈
本
格
〉〈
探
偵
〉
小
説
か
ら
の
脱
却
を

図
り
た
い
。

二
　
松
永
の
ま
な
ざ
し

　
探
偵
・
松
永
は
そ
の
物
語
の
展
開
の
動
因
と
し
て
機
能
し
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
他
者
と
の
ま
な
ざ
し
／
ま
な
ざ
さ
れ
る
相
互
の
関
係
に
お
い
て
一
方
向
的

に
ま
な
ざ
し
、
か
つ
優
位
に
位
置
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
事
件
の
展
開
に

お
い
て
、
松
永
が
事
件
の
当
事
者
た
る
赤
澤
や
「
三
狂
人
」
を
ま
な
ざ
す
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
反
対
に
彼
等
か
ら
ま
な
ざ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
事

件
発
生
後
、
警
察
及
び
松
永
と
「
三
狂
人
」（
と
目
さ
れ
る
赤
澤
と
狂
人
た

ち
）
の
間
に
は
一
方
的
に
追
う
／
追
わ
れ
る
の
関
係
が
成
立
し
、
追
う
立
場
か

ら
の
み
事
件
は
描
か
れ
る
。

　
ま
た
、
松
永
が
「
三
狂
人
」
を
ま
な
ざ
す
際
、「
狂
人
」
理
解
の
点
に
お
い

て
警
察
側
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
自
ら
の
ま
な
ざ
し
を
差
異

化
し
よ
り
優
位
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
Ｍ
市
の
警
察
署
か
ら
、
司
法
主
任
吉
岡

警
部
補
を
先
頭
に
一
隊
の
警
官
達
、
検
事
局
が
赤
澤
脳
病
院
に
駆
け
つ
け
た
際

の
発
言
に
注
目
す
る
と
、
検
事
は
「
兎
に
角
犯
行
の
動
機
は
明
瞭
で
す
。
問
題

は
、
三
人
の
気
狂
ひ
の
共
犯
か
、
そ
れ
と
も
三
人
の
内
の
誰
か
ゞ
や
つ
て
、
あ

と
は
扉
が
開
い
て
る
を
幸
ひ
と
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
〳
〵
に
飛
び
出
し
て
し
ま
つ
た

か
、
の
二
つ
で
す
。
…
…
」「
さ
う
だ
。
こ
の
場
合
、
捕
へ
る
捕
へ
な
い
ど
こ

ろ
の
問
題
ぢ
や
ァ
な
い
よ
。
い
や
、
こ
い
つ
ァ
大
変
な
こ
と
に
な
る
…
…
い
ゝ

か
ね
、
犯
人
は
狂
人
で
三
人
、
そ
れ
も
た
ゞ
の
気
狂
ぢ
や
ァ
な
く
、
突
然
凶
暴

化
し
て
、
な
に
を
し
で
か
す
か
判
ら
な
い
連
中
な
ん
だ
。」
と
述
べ
、
予
審
判

事
は
「
…
…
そ
ん
な
奴
等
が
、
万
一
、
婦
女
子
の
多
い
市
内
へ
で
も
逃
げ
込
ん

だ
ら
…
…
ど
う
な
る
？
」
と
述
べ
、
司
法
主
任
は
「

─
だ
が
愚
図
々
々
し
て
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は
ゐ
ら
れ
な
い
。
少
し
も
早
く
逮
捕
し
て
、
惨
事
を
未
然
に
防
が
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
、
検
事
、
予
審
判
事
、
司
法
主
任
と
い
っ
た
公

権
力
側
で
は
、
文
言
は
違
え
ど
も
状
況
か
ら
「
狂
人
」
＝
犯
人
と
断
定
し
、

「
狂
暴
化
」
の
虞
の
あ
る
三
狂
人
を
治
安
の
面
か
ら
危
険
視
し
て
い
る
）
（（
（

。

　
ま
た
、
赤
澤
医
師
も
警
察
側
と
同
様
に
狂
人
の
存
在
自
体
を
次
の
よ
う
に
危

険
視
し
て
い
る
。

赤
澤
医
師
の
持
論
に
よ
る
と
、
い
つ
た
い
精
神
病
者
の
看
護
と
い
ふ
も
の

は
、
も
と
も
と
非
常
に
困
難
な
問
題
で
、
患
者
の
多
く
は
屡
々
些
細
な
動

機
や
ま
た
全
く
動
機
不
明
に
暴
行
、
逃
走
、
放
火
な
ど
の
悪
性
な
行
動
に

出
た
り
、
或
は
ま
た
理
由
の
な
い
自
殺
を
企
て
つ
ま
ら
ぬ
感
情
の
行
違
い

か
ら
食
事
拒
否
、
服
薬
拒
否
等
の
行
為
に
出
て
患
者
自
身
は
む
ろ
ん
の
こ

と
看
護
者
に
対
し
て
も
社
会
に
対
し
て
も
は
な
は
だ
危
険
の
多
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、（
後
略
）

こ
の
よ
う
な
、
狂
人
の
存
在
自
体
が
危
険
で
あ
り
、
公
共
の
場
で
は
治
安
に
関

わ
っ
て
く
る
と
い
う
複
数
の
ま
な
ざ
し
が
、
松
永
の
「
狂
人
」
へ
の
「
理
解
」

を
引
き
立
て
る
の
で
あ
る
。

　「
専
門
家
」
と
し
て
警
察
側
か
ら
事
件
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
る
と
、
松
永

は
「
狂
人
」
に
「
理
解
」
を
示
し
、
の
み
な
ら
ず
反
省
の
振
る
舞
い
を
見
せ
る
。

「
…
…
一
般
に
あ
の
連
中
は
、
思
索
も
感
情
も
低
い
ん
で
す
が
、
併
し
低

い
な
が
ら
も
色
々
程
度
が
あ
つ
て
、
そ
の
一
人
一
人
に
は
、
そ
れ
〴
〵
勝

手
な
色
彩
の
理
屈
が
あ
る
ん
で
す
。
…
…
」

「「
脳
味
噌
を
つ
め
替
へ
ろ
」
と
云
は
れ
て
、
悧
巧
な
人
の
脳
味
噌
を
抜
き

と
つ
た
男
が
、
そ
れ
か
ら
、
い
つ
た
い
な
に
を
す
る
と
思
い
ま
す
？
…

…
」

「
い
や
、
結
構
で
す
。
で
は
成
る
べ
く
早
く
、
そ
の
可
哀
相
な
気
狂
ひ
が
、

自
分
の
頭
を
叩
き
潰
し
て
死
ぬ
や
う
な
こ
と
の
な
い
先
に
、
捕
ま
へ
て
や

つ
て
下
さ
い
。」

「
こ
の
事
件
に
は
、
教
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
ま
す
よ
…
…
誰
で

も
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
…
…
」

「
狂
暴
化
」
し
た
狂
人
を
治
安
の
面
か
ら
危
険
視
す
る
公
権
力
側
や
赤
澤
と
異

な
り
、
松
永
は
「
可
哀
相
な
気
狂
ひ
」
と
い
う
理
解
や
憐
れ
み
の
視
点
を
提
示

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
脳
味
噌
を
つ
め
替
へ
ろ
」
と
い
う
伏
線

─
ミ
ス
リ
ー

ド
で
は
あ
る
が

─
か
ら
の
推
理
を
可
能
に
も
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
松

永
は
狂
人
の
存
在
自
体
を
危
険
視
す
る
ま
な
ざ
し
か
ら
自
ら
の
ま
な
ざ
し
を
差

異
化
し
、「
狂
人
」
の
憐
れ
む
べ
き
実
情
を
知
る
「
専
門
家
」
と
し
て
「
反
省
」

と
い
う
殊
勝
な
振
舞
い
す
ら
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
優
位
に
位
置
づ
け
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
か
く
し
て
松
永
は
読
み
手
か
ら
の
信
頼
を
獲
得
す
る

の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、「
松
永
の
推
理
通
り
興
奮
の
鎮
ま
つ
た
「
歌
姫
」
が
、
火
葬
場
の

近
く
で
捕
へ
ら
れ
た
」
が
、
こ
こ
で
松
永
は
「
兎
に
角
か
う
云
ふ
人
達
を
扱
ふ

に
は
、
真
綿
で
首
を
締
め
る
や
う
に
、
相
手
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
下
つ
て
、
幼
稚

な
感
情
や
思
索
の
動
き
に
巧
に
バ
ツ
を
合
せ
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
狂
人
」
を
憐
れ
み
つ
つ
理
解
す
る
と
い
う
松
永

の
視
点
が
再
確
認
で
き
よ
う
。
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三
　
語
り
手
の
ま
な
ざ
し

　
犯
罪
が
「
論
理
的
に
徐
々
に
解
か
れ
て
行
く
径
路
」
の
鍵
を
握
る
探
偵
・
松

永
。
松
永
が
自
ら
一
方
向
的
か
つ
優
位
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
ま
な

ざ
し
に
読
み
手
が
馴
化
す
る
な
ら
ば
、
松
永
の
解
釈
や
想
像
に
寄
り
添
っ
て
テ

ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
ト
ン
ト
ン
」
の
死
体
の
足
の

裏
に
胼
胝
が
な
い
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
推
理
を
否
定
す
る
物
証
を
発

見
し
て
か
ら
の
松
永
の
言
動
に
は
揺
れ
が
見
ら
れ
、
徐
々
に
語
り
手
が
松
永
の

言
動
の
不
審
さ
を
暴
く
こ
と
と
な
る
。

　
残
る
「
狂
人
」
を
追
い
松
永
ら
一
行
が
線
路
へ
向
か
う
と
、「「
ト
ン
ト
ン
」

は
、
丁
度
レ
ー
ル
を
枕
に
す
る
や
う
に
し
て
そ
の
上
へ
頭
を
の
つ
け
て
ゐ
た
ら

し
い
が
、
既
に
そ
の
頭
は
無
惨
に
も
、
微
塵
に
轢
き
砕
か
れ
て
辺
り
の
砂
利
の

上
へ
飛
び
散
つ
て
ゐ
た
」
が
、
そ
の
「
柔
か
な
両
足
の
裏
」
に
気
付
く
と
松
永

は
「
ど
う
し
た
こ
と
か
今
ま
で
と
は
打
つ
て
変
わ
つ
て
、
そ
の
顔
色
は
ひ
ど
く

青
褪
め
、
激
し
い
疑
惑
と
苦
悶
の
色
が
、
顔
イ
ッ
パ
イ
に
漲
つ
て
ゐ
た
」
と
語

り
手
は
指
摘
す
る
。「
脳
味
噌
を
詰
め
替
へ
ろ
」
と
言
わ
れ
た
「
狂
人
」
の
心

理
を
理
解
す
る
こ
と
で
推
理
を
可
能
と
し
、
事
件
の
主
た
る
視
点
と
し
て
の
地

位
を
確
保
し
て
い
た
松
永
は
、
こ
こ
で
そ
の
根
拠
た
る
「
狂
人
」
理
解
が
誤
り

で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
従
っ
て
、
こ
の
ミ
ス
リ
ー
ド
は
松
永
の
権
威
性
を

密
か
に
掘
り
崩
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
赤
澤
脳
病
院
へ
戻
り
院
長
の
死
体
を
検
め
る
と
、
そ
の
「
足
裏
は
、

ど
う
し
た
こ
と
か
ひ
ど
く
硬
く
て
凹
ま
な
い
。
ど
う
や
ら
大
き
な
胼
胝
ら
し

い
。」「
そ
の
拇
指
は
、
だ
が
な
ん
と
、
大
き
く
膨
れ
あ
が
つ
て
、
軽
石
の
や
う

に
コ
チ
コ
チ
だ
」。
従
っ
て
、
院
長
と
思
わ
れ
た
死
体
は
「
ト
ン
ト
ン
」
で
あ

り
、
逃
れ
よ
う
と
暴
れ
る
怪
我
人
の
包
帯
を
解
く
と
、
そ
こ
に
は
真
犯
人
・
赤

澤
院
長
の
顔
が
あ
っ
た
。
ミ
ス
リ
ー
ド
に
よ
り
揺
れ
を
孕
み
な
が
ら
も
松
永
は

探
偵
と
し
て
真
犯
人
の
捕
縛
に
成
功
し
、
物
語
の
展
開
の
動
因
と
し
て
の
機
能

は
辛
う
じ
て
果
た
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
語
り
手
は
、
こ
の
後
の
松
永
の
言
動
の
不
審
さ
を
見
逃
さ
な
い
。

松
永
は
赤
澤
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
…
…
そ
し
て
二
三
日
の
う
ち
に
、
ど
こ
か
ら
か
引
取
人
が
来
た
と
で
も

云
つ
て
、
贋
の
「
怪
我
人
」
は
、
赤
澤
脳
病
院
か
ら
永
久
に
姿
を
消
す
…

…
そ
れ
か
ら
、
一
方
赤
澤
未
亡
人
は
、
病
院
を
整
理
し
て
物
件
を
金
に
代

え
…
…
さ
う
だ
、
屹
度
あ
の
院
長
に
は
、
莫
大
な
生
命
保
険
も
つ
い
て
ま

す
よ
…
…
そ
し
て
金
を
握
っ
た
未
亡
人
は
、
独
り
で
ど
こ
か
人
に
知
れ
な

い
片
田
舎
へ
引
越
し
て
行
く
…
…
そ
し
て
そ
こ
で
、
死
ん
だ
筈
の
主
人
と

う
ま
く
落
合
ふ
…
…
お
ほ
か
た
、
そ
ん
な
に
風
に
す
る
つ
も
り
ぢ
や
ァ
な

か
つ
た
で
せ
う
か
ね
。
…
…
」

　
だ
が
、
こ
の
松
永
の
説
明
は
根
拠
の
明
示
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
全
く
の
想

像
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
事
件
発
生
後
に
警
察
か
ら
召
喚
さ
れ
、
只
管
事
件

を
追
い
、
赤
澤
を
捕
ら
え
る
と
「
警
察
か
ら
差
し
廻
さ
れ
た
自
動
車
」
に
乗
り

込
み
、
事
件
を
総
括
す
る
慌
た
だ
し
い
松
永
が
、
い
か
に
し
て
赤
澤
の
内
面
を

知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
松
永
が
赤
澤
の
意
図
を
知
り
得
た
契
機
は
テ

ク
ス
ト
の
ど
こ
に
も
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。「
…
…
さ
う
だ
、
屹
度
…
…
」「
…

…
お
ほ
か
た
、
そ
ん
な
風
に
す
る
つ
も
り
ぢ
ゃ
ァ
な
か
つ
た
で
せ
う
か
ね
。」

と
い
う
言
葉
の
端
々
か
ら
そ
れ
ら
が
思
い
つ
き
の
単
な
る
憶
測
に
過
ぎ
な
い
こ



─ 54 ─

鈴木優作　〈探偵〉の来歴、〈犯人〉の来歴

と
が
露
呈
し
て
い
る
。

「

─
こ
ん
な
狡
猾
な
犯
罪
は
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
…
…

い
つ
も
「
脳
味
噌
を
つ
め
替
へ
ろ
」
と
叱
ら
れ
た
狂
人
が
、
た
う
と
う
狂

人
ら
し
い
率
直
さ
か
ら
、
そ
の
教
へ
を
実
行
し
て
し
ま
っ
た
、
と
見
せ
か

け
て
、
実
は
逆
に
狂
人
の
は
う
を
殺
し
て
、
自
分
が
死
ん
だ
や
う
振
り
を

す
る
な
ん
て
…
…
」

「
…
…
い
や
兎
に
角
、
あ
の
院
長
も
気
の
毒
な
位
ゐ
あ
せ
つ
て
ゐ
た
ら
し

い
が
、
併
し
ど
う
も
、
あ
ゝ
云
ふ
無
邪
気
な
連
中
を
囮
に
使
つ
て
の
こ
ん

な
残
酷
な
仕
事
に
は
、
好
意
は
持
て
ま
せ
ん
ね
。」

　
一
連
の
先
行
論
で
は
松
永
の
こ
う
し
た
事
件
へ
の
批
評
的
総
括
に
基
づ
き

「
狂
人
を
悪
用
し
た
犯
罪
を
描
い
た
」
点
を
テ
ク
ス
ト
の
主
題
と
し
て
い
る
が
、

思
い
つ
き
の
憶
測
で
犯
行
の
意
図
を
語
る
／
騙
る
探
偵
の
総
括
に
寄
り
添
う
こ

と
が
危
険
な
の
は
も
は
や
自
明
で
あ
る
。

　
さ
て
、
松
永
は
赤
澤
の
意
図
や
事
件
へ
の
批
判
な
ど
ひ
と
し
き
り
語
っ
た
後

に
、
次
の
よ
う
に
語
り
手
に
ま
な
ざ
さ
れ
て
い
る
。

博
士
は
さ
う
云
つ
て
司
法
主
任
の
顔
を
見
た
が
、
ふ
と
な
に
か
を
思
ひ
出

し
て
、
い
ま
い
ま
し
さ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
、
ち
よ
つ
と
威
厳
を
つ
く
ろ

つ
て
附
加
へ
た
。

「
い
や
併
し
、
い
づ
れ
に
し
て
も
こ
の
事
件
に
は
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
多
々
あ
り
ま
す
よ
…
…
誰
で
も
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん

な
。」

こ
こ
で
、
語
り
手
は
、
松
永
が
何
か
「
思
ひ
出
し
」
た
こ
と
に
つ
い
て
「
い
ま

い
ま
し
」
く
思
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
「
威
厳
」
を
「
つ
く
ろ
」
い
、

反
省
の
素
振
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。「
専
門
家
」
と
し
て

「
狂
人
」
の
心
理
を
理
解
で
き
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
推
理
は
物
証
に

よ
り
覆
さ
れ
、
さ
ら
に
犯
人
が
同
業
者
で
あ
る
脳
病
院
長
で
あ
っ
た
こ
と
に
対

し
動
揺
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
新
し
い
時
代
が
来
て
、
新
し
い

市
立
の
精
神
病
院
が
出
来
上
が
る
と
、
そ
の
頃
か
ら
た
ゞ
さ
へ
多
く
も
な
い
患

者
が
め
き
〳
〵
と
減
つ
て
行
つ
た
」
の
が
赤
澤
の
犯
行
の
背
景
に
あ
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
松
永
は
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
「
市
立
の
精
神
病
院
」
の
院

長
な
の
で
あ
り
、
も
し
異
な
る
社
会
環
境
に
あ
っ
た
な
ら
ば
両
者
の
立
場
は
逆

転
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
こ
の
事
件
に
は
、
教

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
ま
す
よ
…
…
誰
で
も
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
な
」
と
松
永
は
赤
澤
を
自
ら
に
重
ね
て
振
返
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

し
、
犯
人
と
さ
ほ
ど
懸
隔
の
な
い
自
ら
の
立
場
を
危
う
く
思
い
「
い
ま
い
ま
し

さ
う
」
に
「
威
厳
を
つ
く
ろ
つ
」
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
つ
さ
え
松
永
は
「
…

…
さ
う
だ
、
あ
れ
は
、
先
に
病
院
で
「
怪
我
人
」
の
方
を
殺
し
て
、
線
路
の
と

こ
ろ
で
「
ト
ン
ト
ン
」
を
殺
す
と
、
完
全
に
成
功
し
ま
し
た
よ
」
と
自
ら
の
考

え
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
完
全
犯
罪
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
さ
え
お
り
、
松
永
と

赤
澤
の
親
和
性
の
高
さ
が
さ
ら
に
伺
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
松
永
の
事
件
解
釈
が
憶
測
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
上
犯
人
と
親
和

性
の
高
い
自
ら
の
立
場
の
危
う
さ
を
露
呈
し
て
い
る
以
上
、
彼
の
言
表
に
拠
っ

た
解
釈
は
も
は
や
無
効
と
な
る
。
従
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
は
、
そ
の
松
永
を

ま
な
ざ
す
語
り
手
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
語
り
手
は
、
他
者

を
ま
な
ざ
す
が
他
者
か
ら
ま
な
ざ
さ
れ
る
こ
と
の
僅
少
な
松
永
を
さ
ら
に
上
位

か
ら
ま
な
ざ
す
こ
と
で
、
松
永
の
相
対
化
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
相
対
化
は
す
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な
わ
ち
、
こ
う
し
た
探
偵
た
る
松
永
と
犯
人
た
る
赤
澤
の
親
和
性
の
高
さ
の
指

摘
と
し
て
解
釈
で
き
よ
う
。
ま
た
、「
松
」
永
と
赤
「
澤
」
の
名
が
、
当
時
の

代
表
的
な
精
神
病
院
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
東
京
府
立
「
松
澤
」
病
院

と
い
う
一
つ
の
名
か
ら
派
生
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
そ
の
傍
証
と
し
て

付
言
し
て
お
く
。

　
次
節
で
は
、
こ
の
松
永
と
赤
澤
の
親
和
性
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
精
神
病
院

を
め
ぐ
る
社
会
状
況
を
探
る
こ
と
で
異
な
る
面
か
ら
裏
づ
け
て
い
き
た
い
。

四
　
同
時
代
の
精
神
病
院
を
め
ぐ
る
社
会
状
況

　「
新
し
い
時
代
が
来
て
、
新
し
い
市
立
の
精
神
病
院
が
出
来
上
が
る
と
、
そ

の
頃
か
ら
た
ゞ
さ
へ
多
く
も
な
い
患
者
が
め
き
〳
〵
と
減
つ
て
行
つ
た
」
と
い

う
探
偵
・
松
永
と
犯
人
・
赤
澤
の
立
場
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
背
景
と
し
て
、
一

九
一
九
年
三
月
二
七
日
に
公
布
さ
れ
た
精
神
病
院
法
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
最

も
大
き
な
特
徴
は
「
代
用
精
神
病
院
制
度
」
で
あ
り
、「
主
務
大
臣
必
要
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
期
間
ヲ
指
定
シ
適
当
ト
認
ム
ル
公
私
立
精
神
病
院
ニ
代
用
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
」）（（
（

と
あ
り
、「
国
家
や
自
治
体
が
公
的
な
精
神
病
院
を
設
置
す
る
代
わ

り
に
、
公
私
立
の
精
神
病
院
を
そ
の
代
わ
り
に
で
き
」
た
。「
代
用
精
神
病
院

に
指
定
さ
れ
れ
ば
、
経
費
の
二
分
の
一
か
ら
六
分
の
一
を
国
に
負
担
し
て
も
ら

え
る
。
ま
た
、
貧
困
な
患
者
の
費
用
も
国
が
出
す
」。
こ
の
た
め
精
神
病
院
が

増
加
し
、
明
治
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
精
神
病
院
十
九
院
、
大
正
時
代
に
は
二
十

九
院
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
作
発
表
時
に
直
接
繋
が
る
昭
和
の
十
年
間
で

新
し
く
九
十
二
院
の
精
神
病
院
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

。

　
以
上
の
よ
う
に
「
精
神
病
院
法
」
が
公
布
さ
れ
「
代
用
精
神
病
院
制
度
」
が

成
立
し
た
た
め
、
公
的
援
助
を
受
け
た
精
神
病
院
が
急
増
し
た
こ
と
が
、
本
作

の
「
新
し
い
時
代
が
来
て
、
市
立
の
精
神
病
院
が
出
来
上
が
る
」
と
い
う
状
況

に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
市
立
の
精
神
病
院
長
・
松
永
は
、
公
的
援
助
に
よ
り
栄

え
る
精
神
病
院
と
い
う
「
新
し
い
」
立
場
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
そ
の
市
立
の
精
神
病
院
の
圧
迫
を
受
け
経
営
難
に
陥
り
赤
澤
脳
病
院

は
「
没
落
の
道
を
た
ど
」
る
が
、
そ
の
理
由
の
一
部
と
し
て
、「
収
容
」
と
岩

倉
大
雲
寺
の
よ
う
な
「
家
庭
看
護
」
の
折
衷
式
の
た
め
「
そ
の
看
護
に
は
特
別

な
注
意
と
親
切
が
必
要
で
、
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
病
院
の
や
う
な
大
規
模
な
と

こ
ろ
よ
り
も
、
寧
ろ
家
庭
の
や
う
な
行
届
い
た
場
所
で
少
数
の
患
者
を
預
か
り

所
謂
家
庭
看
護
を
施
し
た
は
う
が
成
績
も
よ
い
」
が
、
そ
の
た
め
他
の
病
院
よ

り
も
「
経
費
」
が
か
か
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
家
庭
看
護
」
に
関
し
て
は
「
日
本
一
の
家
庭
看
護
の
本
場
、
京
都
岩

倉
村
の
出
身
、
赤
澤
院
長
の
父
祖
は
二
つ
の
看
護
形
式
を
折
衷
し
て
謂
は
ゞ
家

庭
小
病
院
と
云
ふ
や
う
な
も
の
を
創
立
し
た
」
と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は

も
う
少
し
註
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
京
都
岩
倉
村
の
精
神
障
害
者
の
た
め
の
保
養

所
の
歴
史
は
古
く
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
平
安
期
に
成
立
し
、
江
戸
期
に
茶
屋

か
ら
宿
泊
施
設
へ
と
発
展
し
、
そ
れ
ら
が
「
コ
ロ
ニ
ー
形
式
の
治
療
圏
」
を
形

成
し
い
く
つ
か
の
保
養
所
と
な
っ
た
。

　
後
三
条
天
皇
（
在
位
一
〇
六
八
─
七
二
）
の
第
三
皇
女
佳
子
は
、
二
九

歳
（
一
〇
七
二
年
頃
）
の
と
き
、「
髪
を
乱
し
、
衣
を
裂
き
、
帳
に
隠
れ

て
、
物
言
わ
ず
」
と
い
う
状
態
に
な
り
、“
霊
告
に
よ
り
”
大
雲
寺
に
籠

ら
せ
て
霊
泉
を
飲
用
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
平
癒
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
一
件
が
伝
承
と
な
り
、
各
地
か
ら
多
数
の
精
神
病
者
と
家
族
の
参
集
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す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、（
中
略
）

　
少
な
く
と
も
江
戸
期
（
一
七
五
四
─
一
八
二
九
頃
に
か
け
て
）
に
は
、

こ
こ
に
四
軒
以
上
の
「
茶
屋
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
茶
屋
は
各
地
か
ら
参
集
し
た
精
神
病
者
と
そ
の
家
族
の
た
め
に
寝
床

と
食
事
を
提
供
す
る
宿
泊
施
設
（K

ost und Logis

）
で
あ
り
、
明
治
初

期
に
は
す
で
に
そ
の
収
容
能
力
の
限
界
を
超
え
る
ほ
ど
多
数
の
患
者
を
抱

え
て
い
た
。（
中
略
）

　
一
八
八
四
年
、
宿
屋
の
一
軒
か
ら
私
立
「
岩
倉
癲
狂
院
」
が
誕
生
し
、

一
八
九
〇
年
に
は
八
九
床
の
病
床
施
設
を
も
っ
て
正
式
に
開
院
す
る
。
こ

の
と
き
、
岩
倉
に
は
な
お
七
軒
の
宿
屋
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
病
院
を
中

心
と
し
た
コ
ロ
ニ
ー
形
式
の
治
療
圏
を
形
作
る
こ
と
に
な
る
。）（（
（

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
岩
倉
村
の
保
養
所
は
「
代
用
精
神
病
院
制
度
」
の
よ
う

な
公
的
援
助
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
た
め
に
経
営
は
困
難
で
あ
っ
た
。「
岩

倉
村
の
保
養
所
は
法
定
外
施
設
で
あ
り
、
現
在
の
社
会
復
帰
施
設
の
よ
う
に
運

営
費
を
国
や
都
道
府
県
が
負
担
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
財
源
は
す
べ
て
入
所

者
か
ら
の
宿
泊
料
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
」。）（（
（

　
そ
れ
で
も
、
看
護
を
手
厚
く
す
る
た
め
に
看
護
人
の
数
は
、「
代
用
精
神
病

院
」
の
基
準
よ
り
も
多
く
確
保
し
て
い
た
。
土
屋
榮
吉
「
京
都
府
下
岩
倉
村
に

於
け
る
精
神
病
者
療
養
の
概
況
」（『
日
本
公
衆
保
険
協
会
雑
誌
』
一
九
三
〇
年

六
月
）
を
も
と
に
し
た
遠
矢
福
子
ら
の
調
査
）
（（
（

に
よ
る
と
、
岩
倉
村
の
保
養
所
七

軒
に
お
け
る
患
者
数
に
対
す
る
看
護
人
数
を
見
る
と
、「
城
守
家
」
は
二
七
人

に
対
し
一
〇
人
、
言
い
換
え
る
と
看
護
人
数
一
人
に
対
す
る
患
者
数
は
二
・
七

で
あ
る
。「
今
井
家
甲
館
」
は
同
数
三
・
六
七
、「
今
井
家
乙
館
」
は
同
数
一
・

七
五
、「
岡
山
家
」
は
同
数
一
・
七
八
、「
西
川
家
」
は
同
数
五
・
五
、「
渡
辺

家
」
は
同
数
四
・
七
五
、「
村
松
家
」
は
同
数
二
で
あ
る
。「
精
神
病
院
法
」
に

お
け
る
「
看
護
人
の
数
は
患
者
五
名
に
付
き
一
名
以
上
の
割
合
に
専
任
者
を
置

く
こ
と
」
と
い
う
代
用
精
神
病
院
制
度
の
基
準
を
概
ね
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、

遠
矢
ら
は
「
各
保
養
所
の
建
物
及
び
敷
地
面
積
は
か
な
り
の
ゆ
と
り
を
有
し
」

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
家
庭
看
護
」
の
内
容
と
い
え
ば
、

次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
。

広
大
な
敷
地
を
単
に
安
ら
ぎ
の
場
と
し
て
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
養
鶏
、

花
園
栽
培
、
テ
ニ
ス
な
ど
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
積
極
的
に
実

施
し
て
い
た
。
大
雲
寺
住
職
に
よ
る
と
、
保
養
所
で
は
家
庭
的
な
暮
ら
し

ぶ
り
が
あ
り
、
農
作
業
を
中
心
と
し
た
穏
や
か
な
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。）（（
（

　
し
か
し
、
や
が
て
こ
う
し
た
岩
倉
村
の
「
家
庭
看
護
」
は
「
没
落
」
し
消
滅

す
る
こ
と
と
な
る
。

　
近
代
的
な
国
家
が
成
立
し
近
代
精
神
医
療
が
確
立
し
て
い
く
中
で
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
ケ
ア
の
在
り
方
も
必
然
的
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
施
設
収
容

を
中
心
と
す
る
近
代
精
神
医
療
に
抗
し
、
近
代
化
と
相
反
す
る
伝
統
を
維

持
す
る
た
め
に
は
、
法
や
制
度
に
よ
る
保
護
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ゲ
ー
ル

で
は
、
法
制
度
に
よ
る
保
護
と
中
央
病
院
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
よ
っ
て
、

そ
の
伝
統
が
近
代
的
な
医
療
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
一
方
、

法
や
制
度
の
裏
付
け
の
な
い
岩
倉
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ケ
ア
の
基
盤
は
弱
く
、

近
代
化
の
流
れ
の
中
で
消
滅
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。）（（
（

　
こ
の
よ
う
に
、
京
都
岩
倉
村
に
発
祥
し
た
「
家
庭
看
護
」
は
宿
屋
か
ら
保
養
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所
と
し
て
歴
史
的
に
展
開
し
て
き
た
が
、
法
や
制
度
に
よ
る
公
的
援
助
が
な
い

た
め
財
源
に
乏
し
く
、
ま
た
手
厚
い
看
護
が
仇
と
な
り
経
済
的
に
逼
迫
し
、

「
近
代
化
の
流
れ
の
中
で
消
滅
」
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
京
都
岩
倉
村
の
保

養
所
の
特
徴
を
赤
澤
脳
病
院
は
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
松
永
の
経
営
す
る

市
立
の
精
神
病
院
と
は
対
照
的
に
社
会
的
状
況
に
よ
っ
て
犯
人
の
役
割
へ
と
追

い
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
松
永
は
、

　
…
…
…
さ
う
だ
、
こ
い
つ
ァ
一
寸
専
門
家
で
な
く
て
は
判
ら
な
い
。

（
中
略
）

正
午
に
な
つ
て
も
吉
報
が
な
い
と
、
主
任
は
決
心
し
て
立
ち
上
が
つ
た
。

そ
し
て
本
部
を
市
内
の
警
察
署
に
移
し
、
留
守
を
署
長
に
預
け
る
と
、
赤

澤
病
院
と
は
反
対
側
の
郊
外
に
あ
る
、
市
立
の
精
神
病
院
へ
や
つ
て
来
た
。

　
乞
に
応
じ
て
院
長
の
松
永
博
士
は
、
直
ぐ
に
会
つ
て
呉
れ
た
。

　
と
、
い
か
に
も
象
徴
的
に
赤
澤
脳
病
院
の
「
反
対
側
」
に
配
置
さ
れ
、「
乞

に
応
じ
て
」「
会
つ
て
呉
れ
た
」
と
敬
意
を
持
っ
て
公
権
力
の
側
に
組
み
入
れ

ら
れ
る
。
脳
病
院
長
赤
澤
を
追
う
の
が
、
そ
の
脳
病
院
の
経
営
を
圧
迫
し
て
い

る
と
述
べ
ら
れ
る
「
市
立
の
精
神
病
院
」
長
の
松
永
と
い
う
皮
肉
め
い
た
関
係

は
、
こ
の
よ
う
に
同
時
代
の
精
神
病
院
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
に
基
づ
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
作
者
・
大
阪
の
作
品
執
筆
に
際
す
る
社
会
状
況
へ
の
意
識
に
つ
い
て
、

弟
・
鈴
木
圭
次
の
次
の
よ
う
な
証
言
が
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。

「
と
む
ら
い
機
関
車
」
を
書
く
前
に
は
國
鉄
浜
松
機
関
庫
へ
通
い
詰
め
て
、

調
べ
た
り
勉
強
し
た
り
汽
車
を
思
う
ま
ゝ
に
見
た
り
手
に
ふ
れ
た
り
し
て
、

兄
貴
の
一
番
う
れ
し
い
仕
事
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
の
作
品
に
つ
い
て

こ
の
作
者
は
何
か
汽
車
に
関
係
あ
る
仕
事
を
し
て
い
る
人
だ
ろ
う
と
評
し

た
人
が
あ
っ
た
よ
う
だ
っ
た
が
、
成
る
程
と
う
な
づ
け
る
の
で
あ
る
。）（（
（

　
ま
た
中
島
河
太
郎
は
、
次
の
よ
う
に
大
阪
を
評
し
て
い
る
。

「
本
格
作
家
の
少
い
日
本
に
あ
っ
て
コ
ー
ナ
ン
・
ド
イ
ル
直
系
を
以
て
任

ず
る
」
と
紹
介
さ
れ
た
大
阪
圭
吉
の
連
続
短
編
第
一
話
が
、『
三
狂
人
』

（
昭
和
十
一
年
七
月
）
で
あ
っ
た
。
圭
吉
は
そ
の
四
年
前
に
初
舞
台
を
踏

ん
で
い
る
が
、
素
材
を
丹
念
に
調
べ
た
本
格
物
を
発
表
し
続
け
、
地
味
で

は
あ
る
が
堅
実
な
作
家
と
し
て
嘱
望
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
辺
で
も
う
一
段

飛
躍
さ
せ
よ
う
と
い
う
編
集
部
の
激
励
が
、
連
続
短
編
の
筆
者
に
抜
擢
さ

れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。）（（
（

大
阪
圭
吉
は
珍
し
い
本
格
短
編
作
家
と
し
て
登
場
し
た
。「
三
狂
人
」（
新

青
年
、
昭
和
十
一
年
）
な
ど
、
素
材
を
丹
念
に
調
べ
て
い
る
が
、
ス
ト
ー

リ
イ
の
平
板
さ
が
欠
陥
に
な
っ
て
い
る
。）（（
（

　
こ
の
よ
う
に
、
大
阪
は
作
品
執
筆
の
際
に
素
材
を
調
査
し
て
い
る
）
（（
（

。
そ
し
て

本
作
に
お
け
る
赤
澤
脳
病
院
に
関
し
て
も
、
京
都
岩
倉
村
の
大
雲
寺
よ
り
盛
ん

に
な
っ
た
「
家
庭
看
護
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
よ
う
。「
本
格
派
」
大
阪
圭
吉
の
代
表
作
「
三

狂
人
」
は
「
狂
人
を
悪
用
し
た
犯
罪
を
描
い
た
」
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
作
中
に
お
け
る
探
偵
・
松
永
の
視
座
に
寄



─ 58 ─

鈴木優作　〈探偵〉の来歴、〈犯人〉の来歴

り
添
っ
た
一
面
的
な
も
の
で
あ
り
、〈
探
偵
〉
小
説
に
お
け
る
〈
探
偵
〉
と
し

て
の
特
権
的
地
位
や
ま
な
ざ
し
の
一
方
向
性
・
優
位
性
に
よ
り
そ
の
視
座
へ
引

き
つ
け
ら
れ
た
論
で
あ
っ
た
。
松
永
は
ミ
ス
リ
ー
ド
に
陥
り
か
け
、
さ
ら
に
真

犯
人
の
意
図
を
思
い
つ
き
や
憶
測
に
よ
っ
て
断
じ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
読
者

を
手
懐
け
よ
う
と
す
る
い
か
が
わ
し
さ
を
語
り
手
は
ま
な
ざ
し
て
お
り
、
真
の

意
図
も
宙
づ
り
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
犯
人
の
動
機
に
あ
る
精
神
病
院
の

経
営
難
が
、
探
偵
・
松
永
の
経
営
す
る
よ
う
な
市
立
の
精
神
病
院
の
繁
栄
を
背

景
と
し
て
お
り
、
両
者
は
本
来
的
に
は
同
様
の
立
場
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
社
会

状
況
に
よ
っ
て
一
方
が
探
偵
と
な
り
犯
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
探

偵
・
松
永
と
犯
人
・
赤
澤
は
極
め
て
相
対
的
な
関
係
に
あ
る
。
　

　
そ
れ
を
同
時
代
の
文
脈
に
即
し
て
言
え
ば
、
精
神
病
院
法
に
お
け
る
「
代
用

精
神
病
院
制
度
」
な
ど
同
時
代
の
精
神
病
院
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
が
事
件
の
背

後
に
は
存
在
し
、「
家
庭
看
護
」
が
仇
と
な
り
没
落
す
る
私
立
の
脳
病
院
長
を

〈
犯
人
〉
な
ら
し
め
、
反
対
に
公
的
施
設
と
し
て
繁
栄
す
る
市
立
の
精
神
病
院

長
を
「
専
門
家
」
と
し
て
〈
探
偵
〉
な
ら
し
め
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
本
作
は
精
神
病
院
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
社
会
的
状
況
を
織
り
込
む
こ
と
で
、

〈
探
偵
〉
と
〈
犯
人
〉
の
関
係
が
社
会
的
文
脈
に
依
存
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
テ
ク
ス
ト
は
、「
ド
イ
ル
系
統
の
本
格
物
の
作

風
を
も
つ
」
大
阪
の
「
本
格
探
偵
小
説
」）（（
（

と
い
う
位
相
か
ら
、〈
探
偵
〉
や

〈
犯
人
〉
の
来
歴
を
物
語
る
、
自
己
言
及
的
な
〈
探
偵
〉
小
説
へ
と
変
容
を
見

せ
る
の
で
あ
る
。

注
１
　
中
島
河
太
郎
編
『
日
本
推
理
小
説
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
五
年
九
月

　
２ 

　
権
田
萬
治
、
新
保
博
久
監
修
『
日
本
ミ
ス
テ
リ
ー
事
典
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
〇
年

二
月

　
３ 

　
九
鬼
紫
郎
『
探
偵
小
説
百
科
』
金
園
社
、
一
九
七
五
年
八
月

　
４ 

　
中
島
河
太
郎
「
解
説
」『
探
偵
小
説
名
作
全
集
』
第
一
一
巻
、
河
出
書
房
、
一
九
五

六
年
一
〇
月

　
５ 

　
中
島
河
太
郎
「
解
説
」『
日
本
推
理
小
説
大
系
』
第
六
巻
　
昭
和
前
期
集
、
東
都
書

房
、
一
九
六
一
年
五
月

　
６ 

　
中
島
河
太
郎
「
解
説
」『
大
衆
文
学
大
系
』
三
〇
　
短
篇
下
、
講
談
社
、
一
九
七
三

年
一
〇
月

　
７ 

　
権
田
萬
治
「
本
格
派
の
鬼
＝
大
阪
圭
吉
論
」『
日
本
探
偵
作
家
論
』
幻
影
城
、
一
九

七
五
年
一
二
月

　
８ 

　
伊
藤
秀
雄
『
昭
和
の
探
偵
小
説
』
三
一
書
房
、
一
九
九
三
年
二
月

　
９ 

　
江
戸
川
乱
歩
「
鬼
の
言
葉
」『
ぷ
ろ
ふ
い
る
』
一
九
三
五
年
一
一
月

　
10
　
江
戸
川
乱
歩
「
序
」『
死
の
快
走
船
』
ぷ
ろ
ふ
い
る
社
、
一
九
三
六
年
六
月

　
11 

　
権
田
萬
治
、
新
保
博
久
監
修
『
日
本
ミ
ス
テ
リ
ー
事
典
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
〇
年

二
月

　
12 

　
狂
人
と
治
安
問
題
と
の
親
和
性
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、
当
時
は
精
神
病
者
の
管
理

が
警
察
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
一
八
九
四
年
四
月
二
八
日
に
定
め

ら
れ
た
警
視
庁
令
訓
令
甲
第
二
五
号
「
精
神
病
患
者
取
扱
心
得
」
に
よ
り
、「
精
神
病

患
者
ヲ
看
護
治
療
ノ
為
メ
制
縛
若
ク
ハ
鎖
錮
シ
又
ハ
官
立
公
立
私
立
病
院
ヘ
入
レ
ン

カ
為
メ
届
出
ツ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
警
察
医
ヲ
伴
ヒ
患
者
ノ
所
在
ニ
就
キ
詳
細
調
査
ノ

上
其
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
認
可
書
ヲ
下
付
シ
其
疑
ハ
シ
キ
モ
ノ
ハ
状
ヲ
具

シ
テ
指
揮
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」（『
第
五
版
　
警
視
庁
令
類
纂
』
警
視
庁
警
視
総
監
官
房
第

一
課
記
録
係
、
一
八
九
六
年
七
月
）
と
、
精
神
病
者
を
制
縛
・
監
禁
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
、
そ
の
監
督
は
警
察
が
行
い
、
病
院
に
入
院
さ
せ
る
場
合
の
監
督
も
警
察
が

行
っ
て
い
た
。

　
13 
　
内
務
省
発
衛
第
二
〇
三
号
「
精
神
病
院
法
制
定
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
一
九
年
一
月

（
岡
田
靖
雄
・
小
峰
和
茂
・
橋
本
明
編
『
編
集
復
刻
版
　
精
神
障
害
者
問
題
資
料
集

成
』
戦
前
編
　
第
四
巻
、
六
花
出
版
、
二
〇
一
一
年
六
月
）
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14 
　
芹
沢
一
也
『
狂
気
と
犯
罪
』
講
談
社
＋
α
新
書
、
二
〇
〇
五
年
一
月

　
15 
　
小
俣
和
一
郎
『
精
神
病
院
の
起
源
』
太
田
出
版
、
一
九
九
八
年
七
月

　
16 

　
遠
矢
福
子
、
山
本
明
弘
、
橋
本
明
「
地
域
精
神
医
療
に
お
け
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
ケ
ア

の
今
日
的
役
割

─
ゲ
ー
ル
コ
ロ
ニ
ー
と
岩
倉
村
か
ら
教
示
さ
れ
る
も
の

─
」『
看

護
学
統
合
研
究
』
一
九
九
九
年
九
月

　
17 

　
同
右

　
18 

　
小
俣
和
一
郎
『
精
神
病
院
の
起
源
　
近
代
篇
』
太
田
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
七
月

　
19
　
同
右

　
20 

　
鈴
木
圭
次
「
大
阪
圭
吉
と
汽
車
」『
探
偵
作
家
ク
ラ
ブ
会
報
』
一
九
五
二
年
一
二
月

　
21 

　
中
島
河
太
郎
「
解
題
」『
新
青
年
傑
作
選
１
　
推
理
小
説
編
』
立
風
書
房
、
一
九
七

〇
年
二
月

　
22 

　
中
島
河
太
郎
『
日
本
推
理
小
説
史
』
第
三
巻
、
東
京
創
元
社
、
一
九
九
六
年
一
二

月

　
23 

　
ま
た
、
三
人
の
「
狂
人
」
が
病
院
か
ら
脱
走
し
た
、
と
い
う
作
品
の
モ
チ
ー
フ
同

様
の
事
件
が
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
て
い
た
。「
脳
病
院
か
ら
待
合
へ
　
意
外
な
客
　
狂

へ
る
三
人
男
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
三
五
年
四
月
一
九
日
夕
刊
）
が
そ
れ
で
、
同
月

一
七
日
、
東
京
武
蔵
野
脳
病
院
で
看
守
か
ら
鍵
を
奪
い
三
人
の
患
者
が
脱
走
し
、
花

街
で
遊
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
捕
ら
え
ら
れ
た
事
件
が
あ
っ
た
。
見
出
し
を
「
？
」

マ
ー
ク
の
枠
で
囲
い
、
事
件
の
収
束
を
「
幕
」
と
表
現
す
る
な
ど
、
こ
の
記
事
自
体

が
物
語
性
を
意
識
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
大
阪
は
こ
の

八
ヶ
月
後
に
「
最
近
の
興
味
あ
る
新
聞
三
面
記
事
中
、
ど
ん
な
事
件
を
興
味
深
く
思

は
れ
ま
し
た
か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し
「
約
一
年
程
前
に
、
一
寸
し
た
記
事
で
す

が
、
ひ
ど
く
面
白
い
事
件
を
見
つ
け
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
ま
た
、
他
日
素
材

の
一
部
に
し
て
一
篇
を
も
の
し
た
い
と
存
じ
て
ゐ
ま
す
の
で
、
茲
に
発
表
で
き
な
い

の
を
至
極
残
念
に
思
ひ
ま
す
」（「
ハ
ガ
キ
回
答
」『
ぷ
ろ
ふ
い
る
』
一
九
三
五
年
一
二

月
）
と
回
答
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
七
ヶ
月
後
に
本
作
が
成
立
す
る
。
こ
う
し
て

時
系
列
に
沿
っ
て
整
理
す
る
と
、
こ
の
「
狂
へ
る
三
人
男
」
の
脱
走
事
件
も
ま
た
、

テ
ク
ス
ト
が
現
実
社
会
の
動
向
を
背
景
と
し
て
生
成
さ
れ
た
蓋
然
性
を
高
め
る
証
左

と
な
ろ
う
。
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九
鬼
紫
郎
『
探
偵
小
説
百
科
』
金
園
社
、
一
九
七
五
年
八
月

※
「
三
狂
人
」
本
文
の
引
用
は
初
出
を
底
本
と
し
た
。
他
の
文
献
も
含
め
、
引
用
に
あ

た
っ
て
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
、
傍
点
は
適
宜
省
略
し
た
。「
三
狂
人
」
を

含
め
全
て
の
引
用
文
中
の
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。

※
拙
論
及
び
そ
の
中
で
言
及
し
た
作
品
に
は
今
日
で
は
差
別
的
と
思
わ
れ
る
語
句
や
表
現

が
あ
る
が
、
作
品
の
時
代
的
背
景
と
価
値
と
に
鑑
み
、
原
文
通
り
と
し
た
。

（
す
ず
き
・
ゆ
う
さ
く
　
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


