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江
戸
川
乱
歩
の
短
篇
小
説
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
が
雑
誌
「
新
青
年
」
に
発
表
さ
れ
た
の
は
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
一
月
の
こ
と

で
あ
る
が
、
実
際
に
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
前
年
の
大
正
十
三
年
で
あ
る
⑴
。
乱
歩
は
大
正
十
二
年
に
処
女
作
『
二
銭
銅
貨
』
を
「
新

青
年
」
に
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
『
一
枚
の
切
符
』
や
『
恐
ろ
し
い
錯

誤
』
な
ど
、
い
く
つ
か
の
短
篇
を
次
々
と
発
表
し
て
い
っ
た
が
、
彼
自
身
が
回
想
記
の
中
で
大
正
十
二
、
十
三
年
度
の
執
筆
活
動
を
「
余

技
時
代
」⑵
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
家
は
そ
の
時
期
の
乱
歩
に
と
っ
て
、
ま
だ
副
業
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
専
業
作
家
に
踏
み
切
れ

な
か
っ
た
原
因
は
、
小
酒
井
不
木
へ
の
書
簡
か
ら
読
み
取
れ
よ
う
。

先
生
の
御
意
見
に
よ
つ
て
愈
々
決
心
致
し
ま
し
た
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
大
分
以
前
か
ら
下
ら
ぬ
仕
事
に
執
着
し
て
ゐ
る
よ
り
は
経

済
上
の
困
窮
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
け
れ
ど
寧
ろ
好
き
な
探
偵
小
説
に
専
念
し
た
方
が
よ
く
は
な
い
か
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で

す
が
、
何
分
文
章
道
に
は
素
人
の
こ
と
で
は
あ
り
ど
う
も
自
信
が
つ
き
兼
ね
た
も
の
で
す
か
ら
実
は
先
生
に
あ
ゝ
し
て
御
判
断
を
願

二
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つ
た
訳
で
す
。（
中
略
）

私
は
本
年
三
十
一
才
で
（
中
略
）
妻
子
も
あ
り
、
こ
ん
な
幼
い
決
心
を
す
る
の
に
は
遅
す
ぎ
る
と
思
ひ
大
分
躊
躇
し
た
の
で
す
が
、

生
来
病
弱
で
一
人
前
の
肉
体
的
な
働
き
が
苦
痛
な
の
と
、
今
ま
で
の
職
業
が
余
り
感
心
し
た
も
の
で
な
い
関
係
上
色
々
考
へ
た
上
漸

く
決
心
し
た
次
第
な
の
で
す
。⑶

書
簡
の
内
容
を
纏
め
る
と
、
経
済
上
の
考
慮
と
文
筆
へ
の
自
信
の
な
さ
が
主
な
原
因
と
し
て
窺
え
る
。
し
か
し
、
様
々
な
障
碍
が
あ
っ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
正
十
三
年
、
短
篇
小
説
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
と
『
心
理
試
験
』
を
書
き
上
げ
た
乱
歩
は
、
専
業
作
家
に
な
れ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
を
乞
う
た
め
に
、
両
作
を
そ
れ
ぞ
れ
森
下
雨
村
と
小
酒
井
不
木
に
送
る
と
い
う
行
動
に
出
た
。
両
氏
の
激
励
に

よ
っ
て
、
乱
歩
は
月
収
五
六
百
円
の
高
給
で
勤
め
て
い
た
大
阪
毎
日
新
聞
を
退
社
し
、
専
業
作
家
に
な
る
決
心
を
固
め
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
は
乱
歩
の
専
業
作
家
と
し
て
の
出
発
点
を
刻
む
作
品
と
な
っ
た
が
、
本
作
に
対
す
る
乱
歩
の
自
信
は
、

以
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
以
降
名
探
偵
と
し
て
乱
歩
作
品
の
中
で
活
躍
し
続
け
た
明
智
小
五
郎
が
初
登
場
を
果
た
し
た
の
も
本
作
で
あ
る
。
作
品
は
、
カ

フ
ェ
「
白
梅
軒
」
で
犯
罪
や
探
偵
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
語
り
手
の
「
私
」
と
明
智
が
、
偶
然
古
本
屋
で
発
生
し
た
殺
人
事
件
の
第
一

発
見
者
に
な
っ
た
場
面
か
ら
始
ま
り
、
事
件
の
真
相
が
明
智
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に
解
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
幕
を
閉
じ
た
。

既
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
二
つ
の
方

向
に
分
か
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
作
中
に
も
明
言
さ
れ
て
い
る
明
智
を
代
表
と
す
る
登
場
人
物
に
通
底
す
る
「
遊
民
」
性
に
着
目
し
、

そ
こ
か
ら
一
九
二
〇
年
代
の
大
都
市
東
京
に
纏
わ
る
都
市
問
題
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
海
野
弘
氏
の

論
説
で
あ
る
。
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私
が
乱
歩
の
初
期
の
探
偵
小
説
を
一
九
二
〇
年
代
現
象
と
考
え
る
の
は
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

犯
罪
が
都
市
遊
歩
者
の
目
に
よ
っ
て
あ
ば
か
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
こ
で
は
、
古
本
屋
の
女
房
や
ソ
バ
屋
の
主
人
と

い
っ
た
、
ご
く
平
凡
な
様
子
の
人
間
が
、
き
わ
め
て
異
常
な
欲
望
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
あ
か
ら
さ
ま
に
さ
れ
る
。
一
般
の
人
間
と

異
常
な
犯
罪
者
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
の
人
間
に
も
犯
罪
者
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
だ
。
都
市
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
ま
わ
り

の
、
平
凡
な
隣
人
た
ち
は
、
一
挙
に
謎
め
い
た
不
気
味
な
、
不
透
明
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。⑷

海
野
氏
が
指
摘
す
る
都
市
の
中
で
平
凡
な
隣
人
が
「
謎
め
い
た
不
気
味
な
、
不
透
明
な
存
在
」
に
な
っ
た
原
因
は
、
後
に
松
山
巖
氏
に

よ
っ
て
次
の
よ
う
に
解
明
さ
れ
る
。

実
は
「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」
は
被
害
者
と
探
偵
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
登
場
す
る
人
物
の
互
い
の
関
係
が
す
べ
て
希
薄
な
上
に

構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
私
」
と
明
智
に
し
て
も
時
折
、
喫
茶
店
で
会
う
だ
け
の
関
係
で
あ
る
。
ま
た
古
本
屋
夫
婦
に
し
て

も
、
最
後
に
お
か
み
さ
ん
が
浮
気
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
古
本
屋
の
主
人
は
妻
の
行
動
を
少
し
も
気
に
と
め
て
い
な
い
。

古
本
屋
の
主
人
は
、
被
害
者
の
夫
と
い
う
重
要
な
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
文
中
で
は
全
く
印
象
の
な
い
男
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
登
場
人
物
相
互
の
希
薄
な
関
係
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
多
分
、
そ
れ
は
明
智
と
古
本
屋
の
妻
君
と
「
私
」
と

い
う
主
要
な
登
場
人
物
の
す
べ
て
が
、
東
京
に
ど
こ
か
ら
か
移
入
し
て
き
た
故
郷
喪
失
者
で
あ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。⑸

松
山
氏
は
、
大
正
時
代
に
お
け
る
東
京
人
口
の
推
移
に
関
す
る
具
体
的
な
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、
東
京
に
お
け
る
急
激
な
都
市
化
現
象
の

実
態
を
説
明
し
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
人
間
関
係
の
希
薄
さ
こ
そ
が
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
の
基
盤
と
な
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

都
市
の
雑
踏
と
希
薄
な
人
間
関
係
は
、
結
果
的
に
一
方
通
行
の
観
察
的
視
線
を
普
遍
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
松
山
氏
は
こ
の
「
一
方
通

江
戸
川
乱
歩
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
論
・
序
説

二
五



行
」
な
「
鋭
い
目
付
き
」⑹
を
探
偵
小
説
の
原
動
力
と
認
識
す
る
が
、
実
際
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
視
線
は
探

偵
行
為
を
行
っ
た
明
智
や
「
私
」
に
限
ら
ず
、
登
場
人
物
全
般
に
遍
在
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
事
件
現
場
の
古
本
屋
が
密
室

と
見
な
さ
れ
た
の
は
、
裏
路
地
を
出
た
所
の
角
に
店
を
出
し
て
い
る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
屋
と
、
屋
上
の
物
干
し
で
尺
八
を
吹
い
て
い
た
菓

子
屋
の
主
人
が
、
犯
行
時
刻
に
お
い
て
人
の
出
入
り
は
な
か
っ
た
と
証
言
し
た
た
め
で
あ
る
し
、「
私
」
の
推
理
の
核
心
と
な
る
浴
衣
の

柄
の
問
題
は
、
二
人
の
間
借
り
の
学
生
に
よ
る
目
撃
証
言
の
食
い
違
い
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
の
は
、
他
者
の
視
線
が
常
に
存
在
す
る
都
市
空
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
の
方
向
と
し
て
は
、
作
中
に
明
智
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
の
心
理
学
論
説
と
聯
想
診
断
法
に
注
目
し
、

『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
の
直
後
に
発
表
さ
れ
た
『
心
理
試
験
』
と
関
連
さ
せ
て
、
乱
歩
作
品
に
お
け
る
精
神
分
析
学
の
応
用
の
系
譜
を
問

題
と
す
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
代
表
と
な
っ
た
の
は
、
一
柳
廣
孝
氏
の
次
の
よ
う
な
論
説
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
・
ブ
ー
ム
に
先
立
つ
大
正
末
期
に
、
連
想
診
断
の
原
理
を
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
で
応
用
し
て
み
せ
た
乱
歩
の
先
見
性
、

独
創
性
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
一
方
で
そ
れ
ら
の
乱
歩
作
品
群
は
、
欧
米
探
偵
小
説
の
動
向
を
ふ
ま
え
つ
つ
心
理

学
・
精
神
分
析
と
探
偵
小
説
と
を
結
び
つ
け
た
小
酒
井
不
木
の
言
説
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
探
偵
小
説
史
を
た
ど
る
上

で
、
出
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
「
起
源
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
。⑺

一
柳
氏
は
当
時
の
日
本
に
お
け
る
フ
ロ
イ
ト
流
心
理
学
の
受
容
の
経
緯
と
小
酒
井
不
木
の
先
導
作
用
を
辿
り
つ
つ
、
同
時
期
に
お
け
る

乱
歩
と
心
理
学
の
接
点
を
確
認
し
た
上
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
を
含
む
初
期
乱
歩
作
品
に
お
け
る
心
理
学
の
受
容
を
評
価
す
る
と
同
時

に
、
そ
の
必
然
性
を
も
指
摘
し
た
。

ま
た
、
近
年
に
お
い
て
は
、
江
戸
川
乱
歩
邸
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
の
草
稿
の
翻
刻
が
な
さ
れ
、
そ
れ
と
発
表
さ
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れ
た
決
定
稿
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
当
時
の
創
作
状
況
の
解
明
や
作
品
の
解
読
に
新
た
な
可
能
性
が
生
ま
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
方
向
か
ら
視
点
を
変
え
、
乱
歩
の
執
筆
状
態
や
雑
誌
「
新
青
年
」
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
分
析
し
、
日
本
探
偵
小
説
の
展
開
の

中
に
お
け
る
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
出
発
期
の
「
新
青
年
」

前
述
の
よ
う
に
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
が
「
新
青
年
」
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
大
正
十
四
年
一
月
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、
前
年

す
で
に
原
稿
を
受
け
取
っ
て
い
た
森
下
雨
村
が
、
本
作
を
す
ぐ
に
は
発
表
せ
ず
、「
探
偵
小
説
傑
作
集
」
と
い
う
副
題
の
付
い
た
海
外
翻

訳
作
品
を
集
中
的
に
紹
介
す
る
新
春
増
刊
号
に
、
巻
頭
作
品
と
し
て
世
に
送
り
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
乱
歩
の
作
品
が
「
新
青
年
」
の
巻

頭
と
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。
雨
村
を
「
一
読
三
嘆
」⑻
さ
せ
、
小
酒
井
不
木
の
賛
辞
付
き
で
発
表
さ
れ
た
処
女
作
『
二

銭
銅
貨
』
で
さ
え
、
ほ
か
の
創
作
作
品
に
交
え
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
の
扱
い
は
特
別
と
言
っ

て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
専
業
作
家
と
し
て
の
乱
歩
の
華
々
し
い
出
発
の
背
後
に
は
、
編
集
側
の
ど
の
よ
う
な
思
惑
が
存
在
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
川
崎
賢
子
氏
は
、
大
正
九
年
創
刊
以
来
の
雑
誌
「
新
青
年
」
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。『

新
青
年
』
創
刊
号
（
大
九
・
１
）
の
表
紙
は
、
な
ん
と
も
と
り
と
め
の
な
い
農
村
風
景
だ
。
こ
れ
は
表
紙
を
担
当
し
た
細
木
原

青
起
の
美
意
識
の
た
め
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
堅
実
な
地
方
青
年
む
き
の
雑
誌
と
い
う
編
集
方
針
は
「
博
文
館
主
の
天
下
り
的
命

令
」（
中
島
河
太
郎
「『
新
青
年
』
の
歴
史
と
編
集
者
」）
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
中
略
）
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関
東
大
震
災
（
大
十
二
）
が
も
た
ら
し
た
物
理
的
変
化
は
、
結
果
的
に
、『
新
青
年
』
の
関
心
を
、
生
成
す
る
都
市
文
明
の
諸
事

象
へ
と
方
向
づ
け
る
転
機
と
な
っ
た
。
創
刊
か
ら
関
東
大
震
災
後
ま
で
、
わ
ず
か
数
年
の
う
ち
に
、『
新
青
年
』
は
読
者
の
対
象
を

農
村
青
年
お
よ
び
農
村
出
身
の
は
た
ら
く
青
年
層
か
ら
、
都
市
文
化
を
享
受
す
る
学
生
や
若
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
へ
と
転
換
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。⑼

川
崎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
新
青
年
」
は
「
堅
実
な
地
方
青
年
む
き
の
雑
誌
」
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
が
、
関
東
大
震
災
を
境
に
、

そ
の
読
者
層
を
「
都
市
文
化
を
享
受
す
る
学
生
や
若
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
」
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
。
新
た
な
読
者
層
を
惹
き
付
け
た
の

は
、
も
ち
ろ
ん
創
刊
以
来
徐
々
に
展
開
し
て
い
っ
た
探
偵
小
説
で
あ
る
。
当
時
の
博
文
館
館
主
で
あ
る
大
橋
新
太
郎
の
意
志
に
よ
っ
て
、

「
地
方
農
村
の
青
年
向
け
に
海
外
雄
飛
と
拓
殖
を
目
的
」⑽
と
し
た
雑
誌
と
し
て
出
発
し
た
「
新
青
年
」
だ
が
、
創
刊
号
か
ら
海
外
翻
訳
探

偵
小
説
を
紹
介
し
て
い
た
ほ
か
、
懸
賞
探
偵
小
説
を
も
募
集
し
続
け
て
い
た
⑾
。
翻
訳
探
偵
小
説
を
特
集
し
た
増
刊
号
が
は
や
く
も
創
刊

翌
年
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
人
気
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
、「
新
青
年
」
誌
上
に
お
け
る
探
偵
小
説
の
滑
り
出
し
は
、
一
見
好

調
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
が
発
表
さ
れ
る
直
前
の
大
正
十
三
年
年
末
に
発
行
さ
れ
た
「
新
青
年
」
の
目
次
を

見
て
も
、
国
内
外
の
時
事
に
関
す
る
記
事
が
依
然
と
し
て
か
な
り
の
紙
面
を
占
め
て
い
る
と
い
う
事
実
も
ま
た
看
過
で
き
な
い
。
つ
ま

り
、
乱
歩
が
「
新
青
年
」
に
登
場
し
て
約
二
年
間
が
経
っ
て
も
な
お
、
探
偵
小
説
は
雑
誌
「
新
青
年
」
に
お
い
て
主
役
に
な
り
え
ず
に
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
状
に
対
し
て
、
雨
村
は
大
正
十
三
年
十
二
月
号
の
編
集
後
記
で
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
。

◆
こ
れ
は
編
輯
同
人
の
内
輪
話
に
と
ゞ
む
べ
き
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
誌
の
読
者
諸
君
に
だ
け
は
一
応
聞
い
て
お
い
て
い
た
ゞ

き
た
い
と
思
ふ
。

（
中
略
）
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◆
是
非
の
論
は
と
も
角
、
本
誌
は
何
処
ま
で
も
内
容
中
心
主
義
で
ゆ
き
た
い
。
羊
頭
狗
肉
式
に
目
次
を
ゴ
テ
�
�
列
べ
る
よ
り
も
、

記
事
は
少
く
と
も
真
に
読
み
応
へ
の
あ
る
内
容
の
雑
誌
を
こ
し
ら
へ
た
い
。

◆
新
年
か
ら
の
本
誌
は
、
こ
の
方
針
で
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。
予
め
読
者
諸
君
の
御
諒
察
を
得
て
お
く
。⑿

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
「
内
容
」
を
「
中
心
」
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
記
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
探
偵
小
説

で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
に
発
行
さ
れ
た
大
正
十
四
年
春
季
の
雑
誌
で
は
翻
訳
探
偵
小
説
が
多
数
掲

載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
編
集
後
記
で
は
創
作
探
偵
小
説
及
び
暗
号
の
募
集
の
再
開
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
⒀
。
つ
ま
り
、『
Ｄ
坂
の
殺
人

事
件
』
の
掲
載
に
先
立
っ
て
、「
新
青
年
」
の
誌
上
で
は
小
さ
な
革
命
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
大
正
十
三
年：

引
用
者
注
）
九
月
か
十
月
に
、「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」
を
書
き
、
こ
れ
が
編
集
部
で
好
評
だ
っ
た
の
で
、
乗
り
気
に

な
っ
て
十
月
か
十
一
月
に
は
、「
心
理
試
験
」
を
書
き
上
げ
、
つ
づ
い
て
年
末
ま
で
に
「
黒
手
組
」
を
書
い
て
い
る
。⒁

乱
歩
の
以
上
の
よ
う
な
回
想
に
よ
れ
ば
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
の
原
稿
が
雨
村
の
手
に
渡
っ
た
の
は
大
正
十
三
年
の
秋
頃
で
あ
る
。

こ
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
の
掲
載
が
大
正
十
三
年
十
二
月
号
か
ら
始
ま
る
編
集
方
針
の
変
化
と
時
期
が
重
な
る

の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
及
び
『
心
理
試
験
』
は
、
作
者
で
あ
る
乱
歩
に
専
業
作
家
に
な
る
の
を
決

意
さ
せ
た
の
と
同
時
に
、
雨
村
を
始
め
と
す
る
編
集
陣
に
探
偵
小
説
の
隆
盛
に
一
役
買
お
う
と
奮
起
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
作
品

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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二
、
懸
賞
探
偵
小
説
の
行
き
詰
ま
り

以
上
に
説
明
し
て
き
た
よ
う
に
、
雨
村
を
含
む
編
集
陣
は
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
期
待
を
抱
い
て
い
た
。
し

か
し
、
海
外
翻
訳
探
偵
小
説
が
ま
だ
主
流
を
占
め
て
い
る
と
は
い
え
、「
新
青
年
」
に
お
い
て
乱
歩
以
外
に
探
偵
小
説
の
創
作
を
試
み
る

者
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
横
溝
正
史
は
大
正
十
年
の
時
点
で
既
に
懸
賞
探
偵
小
説
の
常
連
で
あ
り
、
デ
ビ
ュ
ー
作

『
恐
ろ
し
き
四
月
馬
鹿
』
を
は
じ
め
、
入
賞
作
が
度
々
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
懸
賞
探
偵
小
説
以
外
に
も
、
甲
賀
三
郎
は
関
東
大
震

災
直
後
の
大
正
十
二
年
十
一
月
号
に
『
カ
ナ
リ
ヤ
の
秘
密
』
を
発
表
し
、
翌
年
の
六
月
に
代
表
作
『
琥
珀
の
パ
イ
プ
』
を
世
に
送
り
出
し

て
い
る
。
の
ち
に
探
偵
小
説
作
家
と
し
て
活
躍
す
る
者
が
揃
い
つ
つ
あ
る
状
況
の
中
で
、
乱
歩
が
そ
れ
ほ
ど
の
期
待
を
背
負
う
こ
と
に
な

っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
端
は
、
ま
さ
に
創
刊
以
来
継
続
し
て
い
た
懸
賞
探
偵
小
説
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
懸
賞
探
偵
小
説
の

企
画
で
は
、
入
賞
作
を
掲
載
す
る
の
と
同
時
に
、
編
集
局
が
選
評
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
選
評
か
ら
投
稿
の
状
況
が
窺
え
る
。

例
え
ば
、
大
正
十
年
夏
季
増
刊
号
の
選
評
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。

▼
し
か
し
傑
れ
て
佳
い
作
が
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
事
実
予
想
外
で
あ
つ
た
。
探
偵
小
説
の
募
集
は
在
来
余
り
な
い
こ
と
だ

し
、
そ
れ
に
本
誌
の
読
者
に
は
そ
の
方
面
に
趣
味
と
手
腕
を
も
つ
た
諸
君
が
多
い
の
で
、
多
分
、
佳
い
作
が
集
る
だ
ら
う
と
思
つ
た

の
に
、
こ
れ
は
と
い
ふ
作
が
な
か
つ
た
。
詰
り
一
等
に
推
す
べ
き
作
が
な
か
つ
た
の
だ
。
そ
れ
が
故
に
二
等
二
篇
、
三
等
二
篇
を
選

ぶ
こ
と
に
し
た
。

▼
翻
案
改
作
物
は
採
ら
ず
と
い
つ
た
け
れ
ど
も
、
選
者
と
て
外
国
の
探
偵
小
説
を
読
破
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
つ
て
当
選
作

こ
と
わ

の
中
に
も
選
者
の
気
付
か
な
い
翻
案
改
作
物
が
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
予
め
謝
つ
て
お
く
。
し
か
し
目
に
つ
い
た
限
り
の
も
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の
は
選
外
に
お
い
た
。⒂

大
正
九
年
か
ら
大
正
十
三
年
ま
で
の
選
評
を
総
観
す
る
限
り
、
懸
賞
探
偵
小
説
の
投
稿
数
は
ほ
ぼ
毎
回
六
十
〜
百
篇
程
度
で
安
定
し
て

い
る
。
し
か
し
、
上
記
の
選
評
内
容
に
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
佳
作
が
乏
し
く
、
殊
に
海
外
探
偵
小
説
の
翻
案
と
思
わ
れ
る

エ
キ
ゾ
ウ
テ
イ
ク

投
稿
が
目
立
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
大
正
十
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
中
西
一
夫
の
『
優
勝
旗
の
紛
失
』
は
、「
外
国
的
な
匂
ひ
の
す
る
、

一
風
変
つ
た
、
そ
れ
で
ゐ
て
上
品
に
纏
つ
た
点
が
面
白
か
つ
た
」⒃
と
評
価
さ
れ
、
入
賞
を
果
た
し
た
が
、
選
評
で
は
一
度
翻
案
だ
と
思

わ
れ
た
た
め
に
選
外
に
さ
れ
、
作
者
中
西
か
ら
「
詳
細
な
一
々
根
拠
の
あ
る
弁
明
を
寄
せ
ら
れ
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
再
審
査
が
行
わ
れ
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
正
十
一
年
五
月
号
に
一
等
当
選
作
品
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
藤
田
操
の
投
稿
作
品
『
佛
蘭
西
製

の
鏡
』
に
対
し
て
も
、
編
集
局
は
「
文
章
が
す
ら
�
�
と
い
つ
て
ゐ
て
、
殆
ど
筆
を
加
へ
る
必
要
が
な
か
つ
た
」⒄
と
評
価
す
る
一
方
、

「
但
し
選
者
は
こ
の
作
を
翻
案
と
睨
む
。
そ
れ
も
原
作
は
恐
ら
く
米
国
の
作
家
の
も
の
で
あ
ら
う
」
と
疑
い
を
か
け
て
い
た
。
周
知
の
よ

う
に
、
日
本
に
初
め
て
探
偵
小
説
が
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
黒
岩
涙
香
に
よ
る
翻
案
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
海
外
作
品
が
翻
訳
の
形
で

徐
々
に
読
者
に
親
し
ま
れ
、
創
作
探
偵
小
説
に
対
す
る
要
請
が
強
ま
る
大
正
十
年
代
に
お
い
て
、
翻
案
作
品
は
む
し
ろ
排
除
さ
れ
る
べ
き

も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
探
偵
小
説
が
日
本
で
根
付
く
た
め
に
は
、
翻
案
作
品
と
一
線
を
画
す
る
も
の
が
ま
ず
必
要
で
あ
る

こ
と
は
、
懸
賞
探
偵
小
説
を
募
集
す
る
過
程
の
中
で
「
新
青
年
」
編
集
陣
が
得
た
も
っ
と
も
明
確
的
な
結
論
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
主
張
は
、
例
え
ば
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
と
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
た
長
谷
川
天
渓
の
評
論
「
探
偵
小
説
の
主
人
公
」
か
ら
窺

え
る
。

長
谷
川
天
渓
は
元
々
自
然
主
義
評
論
家
と
し
て
名
を
馳
せ
て
お
り
、
探
偵
小
説
に
対
し
て
特
別
な
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
大

正
六
年
か
ら
博
文
館
の
編
集
部
長
、
翌
年
に
は
取
締
役
に
就
任
し
⒅
、「
新
青
年
」
の
創
刊
に
際
し
て
雨
村
の
影
響
に
よ
っ
て
海
外
探
偵

小
説
に
接
し
始
め
た
⒆
。「
新
青
年
」
へ
の
寄
稿
は
、
実
に
創
刊
号
の
次
号
以
来
で
あ
る
⒇
。「
探
偵
小
説
の
主
人
公
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
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が
示
し
て
い
る
通
り
、
天
渓
の
こ
の
評
論
は
世
界
初
の
探
偵
と
言
わ
れ
た
実
在
の
人
物
ヴ
ィ
ド
ッ
ク
の
経
歴
を
紹
介
し
た
上
、
海
外
先
行

作
品
に
お
け
る
探
偵
像
に
つ
い
て
分
析
し
、
日
本
に
お
け
る
探
偵
小
説
の
展
開
を
期
待
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
探
偵
像
を
評
価
す
る

に
当
た
り
、
天
渓
は
ま
ず
探
偵
小
説
の
目
的
性
を
強
調
し
、
人
智
の
範
囲
内
で
展
開
さ
れ
る
探
偵
小
説
の
醍
醐
味
が
問
題
提
出
者
で
あ
る

犯
人
と
解
決
者
で
あ
る
探
偵
の
間
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
駆
け
引
き
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
複
数
の
作
品
に
特
定
の
探
偵
を
登
場

さ
せ
る
こ
と
の
も
た
ら
す
相
乗
効
果
を
肯
定
し
て
い
る
。
殊
に
、
海
外
先
行
作
品
に
お
け
る
探
偵
の
人
物
造
形
に
関
し
て
は
、
探
偵
小
説

の
目
的
性
か
ら
、「
探
偵
物
の
人
物
に
個
性
を
求
め
る
の
は
、
も
と
�
�
無
理
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
一
方
で
、

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
人
物
（
探
偵：

引
用
者
注
）
が
、
そ
の
生
国
の
国
民
性
を
も
つ
て
ゐ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は

作
家
の
国
籍
が
異
る
と
こ
ろ
か
ら
自
然
に
に
じ
み
出
た
現
象
で
あ
ら
う
。
ル
ブ
ラ
ン
は
、
こ
と
さ
ら
に
ホ
ー
ム
ズ
の
重
い
、
の
ろ

�
�
し
た
行
動
と
、
リ
ュ
パ
ン
の
才
ば
し
つ
た
軽
快
な
そ
れ
と
を
対
照
さ
せ
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
差
別
を
見
せ
て
ゐ

る
が
、
作
家
は
、
た
と
ひ
国
民
性
の
表
現
を
特
別
の
目
的
と
し
て
ゐ
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
描
き
出
す
人
物
は
、
自
然
に
作
家
の
国

民
性
を
お
び
て
来
る
。（
中
略
）
そ
こ
で
思
ふ
、
吾
が
国
で
も
、
日
本
人
で
あ
る
探
偵
を
作
り
上
げ
る
人
が
欲
し
い
。
近
頃
の
探
偵

物
を
見
る
に
多
く
の
探
偵
は
、
日
本
の
実
子
で
な
く
、
養
子
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
心
細
い
話
だ
。21

と
日
本
に
お
け
る
創
作
探
偵
小
説
の
現
状
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
主
張
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
天
渓
は
「
日
本

の
実
子
」
に
な
る
探
偵
、
つ
ま
り
海
外
作
品
の
探
偵
像
と
対
照
的
に
日
本
の
「
国
民
性
」
を
持
つ
探
偵
の
造
形
を
日
本
に
お
け
る
創
作
探

偵
小
説
の
課
題
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
正
十
一
年
十
二
月
号
の
懸
賞
探
偵
小
説
選
評
の
中
で
、
編
集
部
が
奈
良
健
吾
の
投
稿

作
品
『
謎
の
ダ
イ
ヤ
』
に
対
し
て
、「
外
国
へ
行
つ
た
こ
と
も
な
い
ら
し
い
日
本
人
の
頭
か
ら
外
国
を
場
面
に
し
て
、
使
ひ
古
し
た
フ
イ

ル
ム
の
切
端
の
や
う
に
伯
爵
や
探
偵
や
令
嬢
を
二
三
人
描
き
出
し
た
つ
て
、
初
心
の
作
者
に
は
、
突
飛
な
空
想
に
終
る
位
が
関
の
山
」22
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と
い
っ
た
よ
う
な
酷
評
を
下
し
て
い
る
よ
う
に
、「
新
青
年
」
編
集
陣
に
お
い
て
、
天
渓
の
評
論
が
示
し
た
よ
う
な
「
国
民
性
」
に
関
連

す
る
要
素
へ
の
要
請
は
、
探
偵
の
人
物
造
形
に
留
ま
ら
ず
、
登
場
人
物
全
般
や
場
面
な
ど
、
物
語
の
あ
ら
ゆ
る
設
定
に
敷
衍
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
評
価
の
傾
向
は
、
乱
歩
の
処
女
作
『
二
銭
銅
貨
』
を
め
ぐ
る
森
下
雨
村
と
の
や
り
取
り
の
中
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
乱

歩
は
『
二
銭
銅
貨
』
の
ほ
か
、『
一
枚
の
切
符
』
の
原
稿
も
同
時
に
雨
村
に
送
っ
た
が
、
雨
村
は
『
二
銭
銅
貨
』
に
対
し
て
「
ご
苦
心
に

対
し
、
ま
た
そ
の
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
充
分
敬
意
を
払
っ
て
、
近
く
掲
載
す
る
こ
と
を
お
約
束
」23
す
る
と
熱
烈
な
賛
辞
を

送
る
一
方
、『
一
枚
の
切
符
』
に
対
し
て
は
「
同
様
一
気
に
拝
見
し
て
、
大
変
い
い
作
だ
と
思
」
っ
た
と
い
っ
た
感
想
に
留
ま
っ
た
の
で

あ
る
。『
二
銭
銅
貨
』
ほ
ど
の
反
響
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
か
、
乱
歩
は
『
一
枚
の
切
符
』
に
関
し
て
め
っ
た
に
語
ら
な
か
っ
た
が
、

後
年
次
の
よ
う
に
本
音
を
漏
ら
し
て
い
る
。

や
は
り
「
二
銭
銅
貨
」
の
方
が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
面
白
い
の
で
、
こ
の
「
一
枚
の
切
符
」
は
そ
の
蔭
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
書

い
た
と
き
に
は
、
私
は
こ
の
二
作
に
甲
乙
を
つ
け
て
い
な
か
っ
た
。
謎
解
き
と
し
て
は
「
一
枚
の
切
符
」
の
方
が
複
雑
で
読
み
ご
た

え
が
あ
る
と
さ
え
思
っ
て
い
た
。24

作
者
側
で
は
甲
乙
付
け
が
た
い
『
二
銭
銅
貨
』
と
『
一
枚
の
切
符
』
に
対
し
て
、
雨
村
の
評
価
に
お
け
る
歴
然
と
し
た
温
度
差
は
ど
こ

か
ら
生
じ
た
の
か
。
欧
米
で
は
生
ま
れ
る
は
ず
の
な
い
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
基
に
し
た
換
字
式
暗
号
が
、『
二
銭
銅
貨
』
が
「
純
然
た

る
ご
創
作
」25
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
翻
案
作
品
か
ら
の
脱
却
が
日
本
独
自
の
探
偵
小
説
の
展
開
の

第
一
歩
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
日
本
的
要
素
を
作
品
の
中
で
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
認
識
が
、
出
発
期
の
「
新
青

年
」
の
編
集
陣
に
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
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三
、「
国
民
性
」
の
在
り
処

明
智
小
五
郎
の
登
場
作
品
と
し
て
名
を
馳
せ
、
乱
歩
の
各
版
の
全
集
及
び
様
々
な
傑
作
集
に
収
録
さ
れ
て
き
た
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』

で
あ
る
が
、
明
智
の
推
理
の
中
心
と
な
っ
た
聯
想
診
断
法
に
関
し
て
は
、
理
論
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
応
用
の
詳

細
は
、
作
中
に
明
か
さ
れ
て
い
な
い
。

君
は
、
心
理
学
上
の
聯
想
診
断
法
が
、
犯
罪
捜
査
の
方
面
に
も
利
用
さ
れ
始
め
た
の
を
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
沢
山
の
簡
単
な

刺
戟
語
を
与
え
て
、
そ
れ
に
対
す
る
嫌
疑
者
の
観
念
聯
合
の
遅
速
を
計
る
、
あ
の
方
法
で
す
。
併
し
、
あ
れ
は
必
ず
し
も
、
心
理
学

者
の
云
う
様
に
、
犬
だ
と
か
家
だ
と
か
川
だ
と
か
、
簡
単
な
刺
戟
語
に
は
限
ら
な
い
し
、
そ
し
て
又
、
常
に
ク
ロ
ノ
ス
コ
ー
プ
の
助

け
を
借
り
る
必
要
も
な
い
と
、
僕
は
思
い
ま
す
よ
。
聯
想
診
断
の
骨
を
悟
っ
た
も
の
に
と
っ
て
は
、
そ
の
様
な
形
式
は
大
し
た
必
要

で
は
な
い
の
で
す
。（
中
略
）
心
理
学
者
の
種
々
の
機
械
的
方
法
は
、
唯
こ
う
し
た
天
稟
の
洞
察
力
を
持
た
ぬ
凡
人
の
為
に
作
ら
れ

た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
よ
。
話
が
傍
路
に
入
り
ま
し
た
が
、
僕
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
蕎
麦
屋
の
主
人
に
対
し
て
、
一
種
の
聯
想
診

断
を
や
っ
た
の
で
す
。
僕
は
彼
に
色
々
の
話
を
し
か
け
ま
し
た
。
そ
れ
も
極
く
つ
ま
ら
な
い
世
間
話
を
ね
。
そ
し
て
、
彼
の
心
理
的

反
応
を
研
究
し
た
の
で
す
。
併
し
、
こ
れ
は
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
心
持
の
問
題
で
、
そ
れ
に
可
成
複
雑
し
て
ま
す
か
ら
、
詳
し
い

こ
と
は
い
ず
れ
ゆ
っ
く
り
話
す
と
し
て
、
兎
も
角
そ
の
結
果
、
僕
は
一
つ
の
確
信
に
到
達
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
犯
人
を
見
つ
け
た
の

で
す
。

こ
の
件
に
関
し
て
、「
新
青
年
」
に
掲
載
さ
れ
る
際
に
、
乱
歩
は
作
者
付
記
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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僅
か
の
時
間
で
執
筆
を
急
い
だ
の
と
、
一
つ
は
余
り
長
く
な
る
こ
と
を
虞
れ
た
た
め
と
で
、
明
智
の
推
理
の
最
も
重
要
な
る
部
分
、

聯
想
診
断
に
関
す
る
話
を
詳
記
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
い
づ
れ
稿
を
改
め
て
、
他

の
作
品
に
於
て
充
分
に
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
最
も
重
要
な
る
部
分
」
と
認
め
て
お
き
な
が
ら
、
時
間
不
足
や
「
余
り
長
く
な
る
こ
と
を
虞
れ
た
た
め
」
と
い
っ
た
理
由

だ
け
で
省
略
し
た
と
い
う
の
は
、
作
中
に
広
げ
ら
れ
た
「
私
」
と
明
智
の
探
偵
小
説
に
巡
る
論
争
や
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
の
著
書
の

内
容
が
多
量
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
い
さ
さ
か
説
得
力
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。「
他
の
作
品
に
於
て
充
分

に
書
い
て
み
た
い
」
と
い
う
「
他
の
作
品
」
は
、
次
の
号
に
発
表
さ
れ
た
『
心
理
試
験
』
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
作
者
付
記
が
『
心
理
試

験
』
の
予
告
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、「
推
理
の
最
も
重
要
な
る
部
分
」
が
欠
落
し
た
ま
ま
発
表
さ
れ
た
『
Ｄ
坂
の

殺
人
事
件
』
は
、
な
ぜ
「
新
青
年
」
編
集
局
か
ら
厚
遇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
因
は
、
ま
ず
乱
歩
の
次
の
よ
う

な
回
想
か
ら
窺
え
る
。

こ
の
作
（『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』：

引
用
者
注
）
で
初
め
て
明
智
小
五
郎
を
登
場
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
好
評
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
来
こ

の
素
人
探
偵
を
ず
っ
と
使
っ
て
来
た
。
こ
の
小
説
に
は
、
厳
密
な
意
味
の
密
室
殺
人
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
近
い
味
が
取
入

れ
て
あ
る
。
そ
の
頃
、
日
本
の
木
と
紙
で
出
来
た
建
物
で
は
「
モ
ル
グ
街
」
の
よ
う
な
密
室
探
偵
小
説
は
書
け
な
い
、
日
本
に
探
偵

小
説
が
な
い
の
は
そ
う
い
う
生
活
様
式
が
大
き
な
理
由
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
説
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
、
こ
う
い
う
風
に
書
け
ば
、
日
本
の
建
物
で
も
密
室
が
構
成
出
来
る
と
い
う
一
例
を
示
す
気
持
が
あ
っ
た
。26

ま
ず
、
探
偵
の
人
物
造
形
に
関
し
て
、
後
年
通
俗
長
篇
作
品
や
少
年
物
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
な
明
智
像
と
違
い
、『
Ｄ
坂
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の
殺
人
事
件
』
に
登
場
す
る
明
智
は
ま
だ
「
こ
れ
と
い
う
職
業
を
持
」
っ
て
お
ら
ず
、
四
畳
半
の
貸
間
に
住
む
「
モ
ジ
ャ
モ
ジ
ャ
」
頭
の

青
年
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
明
智
像
は
執
筆
当
初
か
ら
確
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
存
す
る
草
稿
で
は
全
く
異
な

る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

（
明
智：
引
用
者
注
）「
何
だ
。
又
知
恵
を
借
り
に
来
た
の
か
。
見
つ
と
も
な
い
。
止
せ
よ
。
警
視
庁
の
名
探
偵
が
、
俺
見
た
い
な
す

か
ん
ぴ
ん
の
、
書
生
つ
ぽ
所
へ
相
談
に
来
る
な
ん
て
。」

（
小
林
刑
事：

引
用
者
注
）「
ま
あ
、
さ
う
い
や
み
を
云
は
な
い
で
、
今
日
の
事
件
は
さ
す
が
の
君
も
一
寸
手
古
摺
る
ぜ
。」

マ
マ

（
明
智：

引
用
者
注
）「
ぢ
や
、
Ｄ
坂
事
件
だ
な
。
蓄
生
、
き
つ
と
来
る
だ
ら
う
と
思
つ
て
た
ん
だ
。
だ
が
、
少
し
早
す
ぎ
る
ね
。
い

つ
も
は
、
さ
ん
ざ
ん
も
が
い
た
揚
句
に
せ
つ
ぱ
つ
ま
つ
て
や
つ
て
来
る
の
ぢ
や
な
い
か
。
例
の
事
件
は
ま
だ
二
三
日
し
き
や
な
ら
な

い
ぜ
」27

草
稿
で
は
更
に
削
除
さ
れ
た
文
面
と
し
て
、「
明
智
は
マ
ド
ロ
ス
パ
イ
プ
に
刻
み
煙
草
を
つ
め
込
ん
で
、
ス
パ
�
�
や
り
出
し
た
。
刑

事
は
「
又
始
め
や
が
つ
た
。
気
障
だ
な
。
ホ
ー
ム
ズ
気
取
り
だ
ぜ
。
年
が
若
い
か
ら
仕
方
が
な
い
が
。」」
と
い
っ
た
よ
う
な
内
容
が
続

く
。
こ
の
よ
う
な
会
話
や
描
写
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
草
稿
に
現
れ
る
明
智
小
五
郎
は
ホ
ー
ム
ズ
を
代
表
と
す
る
欧
米
先
行
作
品
に

描
か
れ
た
名
探
偵
像
を
彷
彿
さ
せ
る
人
物
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
決
定
稿
に
お
い
て
、
そ
の
影
は
ほ
ぼ
消
え
去
り
、
先
行
研
究
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
て
き
た
素
人
探
偵
明
智
小
五
郎
像
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
草
稿
に
描
か
れ
た
「
ホ
ー
ム
ズ
気
取
り
」
の

人
物
像
は
、
結
果
的
に
探
偵
と
し
て
大
し
た
活
躍
を
見
せ
な
か
っ
た
「
黒
い
ア
ル
パ
カ
の
上
衣
に
、
白
ズ
ボ
ン
」
の
「
傍
若
無
人
」
な
小

林
刑
事
に
そ
の
一
端
を
窺
わ
せ
て
い
た
。
前
掲
の
天
渓
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
図
式
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
発
表
さ
れ
た
『
Ｄ
坂

の
殺
人
事
件
』
に
は
「
日
本
の
実
子
」
の
勝
利
、
な
い
し
「
養
子
」
の
敗
北
が
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
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ま
た
、
乱
歩
が
自
負
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
作
が
日
本
家
屋
で
あ
る
長
屋
で
行
わ
れ
た
密
室
殺
人
の
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
こ
と
も
注
目

に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
明
治
維
新
以
降
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
洋
館
が
日
本
国
内
に
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
実
際
ほ
と
ん
ど

の
都
市
下
流
層
が
生
活
の
場
と
し
て
い
る
の
は
、
江
戸
時
代
か
ら
存
在
す
る
木
造
建
築
の
長
屋
で
あ
る
。
作
中
に
お
い
て
、
事
件
現
場
に

な
っ
た
古
本
屋
の
間
取
り
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

部
屋
は
一
間
切
り
の
六
畳
で
、
奥
の
方
は
、
右
一
間
は
幅
の
狭
い
縁
側
を
へ
だ
て
て
、
二
坪
許
り
の
庭
と
便
所
が
あ
り
、
庭
の
向

う
は
板
塀
に
な
っ
て
い
る
。（
中
略
）
左
半
間
は
開
き
戸
で
、
そ
の
奥
に
二
畳
敷
程
の
板
の
間
が
あ
り
裏
口
に
接
し
て
狭
い
流
し
場

が
見
え
、
そ
こ
の
腰
高
障
子
は
閉
っ
て
い
る
。
向
っ
て
右
側
は
、
四
枚
の
襖
が
閉
っ
て
い
て
、
中
は
二
階
へ
の
階
段
と
物
入
場
に
な

っ
て
い
る
ら
し
い
。
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
安
長
屋
の
間
取
だ
。

古
本
屋
の
左
右
に
は
足
袋
屋
・
時
計
屋
・
蕎
麦
屋
な
ど
の
お
店
が
軒
を
連
ね
て
お
り
、
裏
側
の
長
屋
に
二
人
の
学
生
が
間
借
り
を
し
て

い
る
。
更
に
、
裏
口
の
路
地
が
「
一
方
口
」
と
い
っ
た
密
室
が
成
立
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
条
件
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
本
作
に
登

場
す
る
建
物
は
長
屋
の
中
で
も
特
に
江
戸
時
代
の
面
影
を
色
濃
く
残
し
た
「
棟
割
長
屋
」28
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

他
方
、
聯
想
診
断
と
い
う
推
理
法
が
理
論
に
留
ま
っ
て
い
る
以
上
、
明
智
の
推
理
の
裏
付
け
と
な
っ
た
の
は
蕎
麦
屋
主
人
の
自
首
で
あ

る
が
、
蕎
麦
屋
の
主
人
が
「
サ
ー
ド
卿
の
流
れ
を
く
ん
だ
、
ひ
ど
い
惨
虐
色
情
者
」
で
あ
り
、
古
本
屋
の
細
君
が
「
彼
に
劣
ら
ぬ
被
虐
色

情
者
」
で
あ
る
こ
と
の
伏
線
が
、
作
品
冒
頭
に
言
及
さ
れ
る
銭
湯
の
噂
話
に
張
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

古
本
屋
の
細
君
と
い
え
ば
、
あ
る
時
、
こ
の
カ
フ
ェ
の
ウ
エ
ト
レ
ス
達
が
、
妙
な
噂
を
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
何

で
も
、
銭
湯
で
出
逢
う
お
神
さ
ん
や
娘
達
の
棚
卸
し
の
続
き
ら
し
か
っ
た
が
、「
古
本
屋
の
お
神
さ
ん
は
、
あ
ん
な
綺
麗
な
人
だ
け

江
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れ
ど
、
裸
体
に
な
る
と
、
身
体
中
傷
だ
ら
け
だ
、
叩
か
れ
た
り
抓
ら
れ
た
り
し
た
痕
に
違
い
な
い
わ
。
別
に
夫
婦
仲
が
悪
く
も
な
い

様
だ
の
に
、
お
か
し
い
わ
ね
え
」
す
る
と
別
の
女
が
そ
れ
を
受
け
て
喋
る
の
だ
。「
あ
の
並
び
の
蕎
麦
屋
の
旭
屋
の
お
神
さ
ん
だ
っ

て
、
よ
く
傷
を
し
て
い
る
わ
。
あ
れ
も
ど
う
も
叩
か
れ
た
傷
に
違
い
な
い
わ
」
…
…
（
後
略
）

語
り
手
「
私
」
と
明
智
の
交
流
の
場
と
し
て
作
中
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
関
東
大
震
災
以
降
に
大
衆
化
し
、
急
増
し
た
カ

フ
ェ
で
あ
る
が
、
蕎
麦
屋
の
主
人
と
古
本
屋
の
細
君
の
秘
密
を
暴
露
す
る
た
め
に
は
、
近
世
以
来
日
本
独
自
の
社
交
的
な
場
と
し
て
も
活

躍
し
続
け
る
銭
湯
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』
は
日
本
伝
統
家
屋
で
あ
る
棟
割
長
屋
を
舞
台

に
し
、
真
相
を
解
明
す
る
た
め
の
鍵
の
一
つ
が
近
世
の
雰
囲
気
が
色
濃
く
残
る
銭
湯
に
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
日
本
創
作
探
偵

小
説
の
出
発
期
に
求
め
ら
れ
る
「
国
民
性
」
を
持
つ
作
品
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
専
業
作
家
と
し
て
の
乱
歩
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
刻
ん

だ
本
作
が
人
気
を
博
し
た
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

注⑴

詳
し
く
は
江
戸
川
乱
歩
『
探
偵
小
説
四
十
年
』（
桃
源
社

昭
和
三
十
六
年
七
月
）
の
大
正
十
二
・
三
年
度
に
関
す
る
記
述
、
主
に
「
私
を
刺
戟

し
た
評
論
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑵

江
戸
川
乱
歩
「
余
技
時
代
」『
探
偵
小
説
四
十
年
』
桃
源
社

昭
和
三
十
六
年
七
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
２
８
巻

探
偵
小
説
四
十
年

（
上
）』
光
文
社

平
成
十
八
年
一
月

所
収

六
七
頁
）

⑶

小
酒
井
不
木
宛
書
簡

大
正
十
三
年
十
二
月
五
日
付
（
浜
田
雄
介
編
『
子
不
語
の
夢
│
│
江
戸
川
乱
歩
小
酒
井
不
木
往
復
書
簡
集
』
皓
星
社

平

成
十
六
年
十
月

所
収

二
九
〜
三
一
頁
）

⑷

海
野
弘
「
江
戸
川
乱
歩
『
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
』」「
海
」
第
十
四
巻
第
九
号

中
央
公
論
社

昭
和
五
十
七
年
九
月

二
〇
〇
〜
二
〇
一
頁

⑸

松
山
巖
「
探
偵
の
目
」『
乱
歩
と
東
京

１
９
２
０

都
市
の
貌
』
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｃ
Ｏ

昭
和
五
十
九
年
十
二
月

一
三
頁

⑹

同
前
、
二
一
頁
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⑺

一
柳
廣
孝
「
心
理
学
・
精
神
分
析
と
乱
歩
ミ
ス
テ
リ
ー
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞

別
冊

江
戸
川
乱
歩
と
大
衆
の
二
十
世
紀
』
至
文
堂

平
成

十
六
年
八
月

一
一
三
頁

⑻

江
戸
川
乱
歩
「
二
銭
銅
貨
」「
探
偵
趣
味
」
大
正
十
五
年
五
月
号

春
陽
堂

大
正
十
五
年
五
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
１
巻

屋
根
裏
の
散

歩
者
』
光
文
社

平
成
十
六
年
七
月

所
収

四
六
頁
）

⑼

川
崎
賢
子
「『
新
青
年
』
の
誕
生
と
そ
の
時
代
」（『
新
青
年
』
研
究
会
編
）『『
新
青
年
』
読
本
全
一
巻
│
│
昭
和
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
』
作
品
社

昭

和
六
十
三
年
二
月

四
〜
六
頁
。
な
お
、
算
用
数
字
と
漢
数
字
の
混
用
は
原
文
に
よ
る
。

⑽

森
下
時
男
「
編
集
長
と
し
て
「
新
青
年
」
創
刊
」『
探
偵
小
説
の
父

森
下
雨
村
』
文
源
庫

平
成
十
九
年
十
一
月

五
四
頁

⑾
「
新
青
年
」
で
は
創
刊
号
か
ら
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
フ
リ
ー
マ
ン
の
長
篇
探
偵
小
説
『
白
骨
の
謎
』（
保
篠
龍
緒
訳
）
の
連
載
が
打
ち
出
さ
れ
て
お

り
、
同
年
七
月
号
ま
で
計
七
回
連
続
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
漫
画
考
物
懸
賞
募
集
」
と
題
し
た
懸
賞
募
集
規
定
で

は
、「
考
物
漫
画
」・「
考
物
物
語
」・「
懸
賞
漫
画
」・「
特
別
懸
賞
小
説
」・「
特
別
懸
賞
探
偵
小
説
」
と
い
う
五
つ
の
項
目
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
中
で
、「
特
別
懸
賞
探
偵
小
説
」
は
学
生
青
年
向
き
の
「
特
別
懸
賞
小
説
」
同
様
、「
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
十
枚
限
」
と
い
う
字
数
制
限
が
掛

け
ら
れ
て
い
た
。
懸
賞
金
に
関
し
て
は
、
一
等
一
名
十
円
、
二
等
一
名
五
円
と
記
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
字
数
制
限
と
懸
賞
金
の
金
額
は
そ
の
後

二
回
ほ
ど
見
直
さ
れ
、
大
正
十
三
年
七
月
号
の
募
集
記
事
で
は
字
数
制
限
が
二
十
枚
に
な
り
、
懸
賞
金
も
一
等
が
三
十
円
・
二
等
が
二
十
円
に
増

額
し
た
。

⑿

森
下
雨
村
「
編
輯
局
よ
り
」「
新
青
年
」
大
正
十
三
年
十
二
月
号

博
文
館

大
正
十
三
年
十
二
月

二
四
〇
頁

⒀
「
新
青
年
」
で
は
大
正
十
二
年
三
月
号
よ
り
、
懸
賞
探
偵
小
説
と
は
別
に
、
字
数
制
限
な
し
の
探
偵
小
説
を
募
集
し
始
め
た
が
、
同
年
の
四
月
号

に
『
二
銭
銅
貨
』
が
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
乱
歩
の
寄
稿
に
刺
激
さ
れ
て
の
行
動
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
選
評
が
発

表
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
一
回
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
結
果
が
芳
し
く
な
か
っ
た
こ
と
が
覗
え
る
。
た
だ
し
、
大
正
十
四
年
二
月
号
の
編
集
後

記
で
は
「
従
来
も
募
集
し
来
つ
た
こ
と
で
あ
る
が
本
年
度
よ
り
一
層
の
真
剣
味
を
以
て
、
探
偵
小
説
の
創
作
を
募
集
す
る
。
創
作
界
の
新
人
を
求

め
ん
と
す
る
本
誌
同
人
の
意
を
諒
と
し
、
自
信
あ
る
作
品
を
寄
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。
第
一
回
の
収
獲
は
四
月
増
大
「
探
偵
小
説
創
作

号
」
誌
上
に
発
表
す
る
」
と
改
め
て
募
集
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
実
際
四
月
増
大
号
に
は
乱
歩
の
連
続
短
篇
『
赤
い
部
屋
』
以
外
、
成
田
尚
・
大

下
宇
陀
児
・
水
谷
準
・
谷
譲
次
・
甲
賀
三
郎
・
久
山
秀
子
の
創
作
探
偵
小
説
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
号
の
編
集
後
記
で
は
「
本
号
か
ら

は
暗
号
の
ペ
ー
ジ
と
読
者
の
ペ
ー
ジ
を
新
設
し
た
、
共
に
掲
載
す
る
価
値
あ
り
と
認
め
た
る
暗
号
、
又
は
寄
書
を
得
る
ご
と
に
登
載
す
る
」
と
あ

る
よ
う
に
、
暗
号
の
募
集
も
始
め
て
い
る
。
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⒁

江
戸
川
乱
歩
「
余
技
時
代
」『
探
偵
小
説
四
十
年
』
桃
源
社

昭
和
三
十
六
年
七
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
２
８
巻

探
偵
小
説
四
十
年

（
上
）』
光
文
社

平
成
十
八
年
一
月

所
収

七
〇
頁
）

⒂

森
下
雨
村
「
懸
賞
小
説
選
評
」「
新
青
年
」
大
正
十
年
夏
季
増
刊
号

博
文
館

大
正
十
年
八
月

一
六
二
頁

⒃

森
下
雨
村
「
探
偵
小
説
選
評
」「
新
青
年
」
大
正
十
年
二
月
号

博
文
館

大
正
十
年
二
月

九
三
頁

⒄
「
探
偵
小
説
選
評
」「
新
青
年
」
大
正
十
一
年
五
月
号

博
文
館

大
正
十
一
年
五
月

八
七
頁

⒅

畑
実
編
「
長
谷
川
天
渓
年
譜
」『
長
谷
川
天
渓
文
芸
評
論
集
』
岩
波
文
庫

昭
和
三
十
年
二
月

二
〇
四
頁

⒆

前
掲
『
探
偵
小
説
の
父

森
下
雨
村
』
に
公
開
さ
れ
た
原
稿
用
箋
で
書
か
れ
た
雨
村
の
回
想
に
よ
れ
ば
、「
新
青
年
」
創
刊
当
初
、
探
偵
小
説
を

集
め
る
際
に
、「
自
分
一
人
で
は
追
い
つ
か
ず
、
編
集
局
長
の
長
谷
川
さ
ん
や
馬
場
（
孤
蝶：

引
用
者
注
）
さ
ん
に
ま
で
押
し
つ
け
る
よ
う
に
し

て
読
ん
で
も
ら
っ
た
」（
五
五
〜
五
六
頁
）
と
し
て
い
る
。
な
お
、
探
偵
小
説
へ
の
認
識
に
関
し
て
、
当
時
の
天
渓
と
孤
蝶
は
「
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク

・
ホ
ー
ム
ズ
を
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
」
の
程
度
で
あ
っ
た
が
、
忽
ち
「
吸
い
つ
け
ら
れ
る
」
よ
う
に
興
味
を
深
め
て
い
っ

た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

⒇

な
お
、
創
刊
号
次
号
で
あ
る
大
正
九
年
二
月
号
に
寄
稿
し
た
の
は
「
日
本
は
何
を
考
へ
て
ゐ
る
か
」
と
い
う
探
偵
小
説
と
全
く
無
縁
な
記
事
で
あ

り
、
日
本
を
語
り
手
と
し
て
擬
人
化
し
、
国
内
情
勢
を
解
説
し
青
年
た
ち
を
国
家
の
た
め
に
奮
起
さ
せ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

21

長
谷
川
天
渓
「
探
偵
小
説
の
主
人
公
」「
新
青
年
」
大
正
十
四
年
新
春
増
刊
号

博
文
館

大
正
十
四
年
一
月

八
〇
〜
八
一
頁

22

神
部
生
「
探
偵
小
説
選
評
」「
新
青
年
」
大
正
十
一
年
十
二
月
号

博
文
館

大
正
十
一
年
十
二
月

一
三
九
頁

23

乱
歩
宛
書
簡

大
正
十
一
年
十
二
月
二
日
付
（
江
戸
川
乱
歩
『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
２
８
巻

探
偵
小
説
四
十
年
（
上
）』
光
文
社

平
成
十

八
年
一
月

所
収

五
九
〜
六
〇
頁
）

24

江
戸
川
乱
歩
「
あ
と
が
き
」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
桃
源
社

昭
和
三
十
七
年
五
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
１
巻

屋
根
裏
の
散
歩
者
』
光
文

社

平
成
十
六
年
七
月

所
収

八
〇
頁
）

25

23
に
同
じ
、
六
〇
頁

26

江
戸
川
乱
歩
「
あ
と
が
き
」『
芋
虫
』
岩
谷
書
店

昭
和
二
十
五
年
二
月
（『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
１
巻

屋
根
裏
の
散
歩
者
』
光
文
社

平
成

十
六
年
七
月

所
収

二
一
八
〜
二
一
九
頁
）

27

落
合
教
幸
「
翻
刻
「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」」「
大
衆
文
化
」
第
二
号

立
教
大
学

平
成
二
十
一
年
九
月

二
八
〜
二
九
頁

28

棟
割
長
屋
の
特
徴
に
関
し
て
、
藤
谷
陽
悦
氏
は
「
江
戸
時
代
の
庶
民
の
生
活
は
、
棟
割
長
屋
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
基
本
形
態
は
、
表
店

江
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が
大
通
り
に
面
し
て
裏
路
地
を
引
き
込
ん
で
お
り
、
９
尺
２
間
の
借
家
が
棟
割
式
に
並
ぶ
形
式
で
あ
っ
た
。
時
に
は
借
家
２
０
数
戸
分
の
１
軒
が

敷
地
い
っ
ぱ
い
に
連
な
っ
て
お
り
、
路
地
に
は
井
戸
・
便
所
・
茶
溜
（
ゴ
ミ
捨
て
場
）
が
共
同
で
置
か
れ
て
い
た
」（
藤
谷
陽
悦
「
下
町
の
長
屋

と
貸
家
」（
内
田
青
蔵
・
大
川
三
雄
・
藤
谷
陽
悦
編
）『
新
版

図
説
・
近
代
日
本
住
宅
史
』
鹿
島
出
版
社

平
成
二
十
年
二
月

二
〇
頁
）
と
説

明
し
て
い
る
。
な
お
、
同
書
の
中
で
明
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
明
治
後
期
に
は
超
過
密
な
棟
割
長
屋
に
代
わ
っ
て
、
平
屋
の
普
通
家
屋
が
増

え
」
大
半
を
占
め
て
い
る
た
め
、
大
正
時
代
で
は
棟
割
長
屋
の
存
在
が
珍
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

※
本
文
は
す
べ
て
光
文
社
文
庫
版
『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
１
巻

屋
根
裏
の
散
歩
者
』（
平
成
十
六
年
七
月
）
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

す
べ
て
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

※
本
稿
は
、
第
十
六
回
中
国
日
本
文
学
研
究
会
全
国
大
会
及
び
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
平
成
三
十
年
八
月
十
四
日

於
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル
大
学
）
に
お

け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
際
に
会
場
に
て
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│
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