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近
所
の
人
た
ち
の
間
で
吾
輩
の

前
作
（
平
成
22
年
10
月
号
）
が
話

題
と
な
り
、
そ
の
ひ
よ
ど
り
に
一

目
会
い
た
い
と
大
人
気
と
な
っ

た
。
鳥
な
が
ら
ち
ょ
っ
と
気
を
良

く
し
た
吾
輩
は
続
編
を
書
く
こ
と

に
し
た
。 

 
主
人
は
一
昨
年
、
金
も
な
い
の

に
さ
っ
さ
と
勤
め
を
辞
し
て
悠
々

自
適
の
生
活
に
入
っ
た
。
市
民
講

座
な
る
も
の
を
週
に
数
回
受
講

し
、
勉
強
す
る
振
り
を
し
て
い
る

が
、
何
を
学
ん
で
い
る
の
か
、
何

に
役
立
っ
て
い
る
の
か
と
ん
と
わ

か
ら
な
い
。 

案
の
定
、
同
学
と
思
し
き
女
子

か
ら
電
話
が
掛
っ
て
き
た
り
、
打

合
せ
だ
、
飲
み
会
だ
と
称
し
て
夕

方
コ
ソ
コ
ソ
出
か
け
た
り
す
る
の

で
奥
様
は
怪
し
ん
で
い
る
と
思
き

や
、「
主
人
の
よ
う
な
無
精
者
に
限

っ
て
女
に
好
か
れ
た
た
め
し
が
な

い
」
と
高
を
括
っ
て
い
る
。
現
在

連
れ
添
う
細
君
に
さ
え
あ
ま
り
珍

重
さ
れ
て
い
な
い
主
人
が
、
世
間

一
般
の
淑
女
に
可
愛
が
ら
れ
よ
う

は
ず
が
な
い
と
吾
輩
も
思
う
。
何

も
異
性
間
に
不
人
望
な
主
人
を
こ

の
際
こ
と
さ
ら
世
間
に
暴
露
す
る

必
要
も
な
い
の
だ
が
、
本
人
に
お

い
て
は
存
外
な
考
え
違
い
を
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
自
覚
の

一
助
に
も
な
ろ
う
か
と
ち
ょ
っ
と

申
し
添
え
る
ま
で
で
あ
る
。 

主
人
は
退
職
記
念
に
部
下
か
ら

も
ら
っ
た
端
渓
の
硯
に
甚い

た

く
感
激

し
、
奈
良
の
墨
、
熊
野
の
筆
に
加

え
て
王
羲
之
の
拓
本
ま
で
揃
え
た

が
、
何
故
か
引
き
出
し
の
中
で
眠

ら
せ
て
い
る
。
古
い
ギ
タ
ー
を
修

理
に
出
し
、
こ
れ
か
ら
始
め
る
の

か
と
思
え
ば
こ
れ
ま
た
部
屋
の
片

隅
で
埃
を
被
っ
て
い
る
。
昨
春
突

然
始
め
た
中
国
語
も
、
秋
の
声
を

聞
く
こ
ろ
に
は
あ
の
傍は

た

迷
惑
な
四

声
は
と
う
に
止
み
、
家
の
中
は
す

っ
か
り
静
か
に
な
っ
た
。
主
人
の

気
持
ち
は
吾
輩
の
頭
の
よ
う
に
間

断
な
く
動
い
て
定
ま
る
こ
と
が
な

い
。
何
を
や
っ
て
も
長
も
ち
の
し

な
い
男
で
あ
る
。 

元
来
主
人
の
服
装
は
放
っ
て
お

く
と
師
走
も
正
月
も
、
普
段
着
も

よ
そ
い
き
も
な
い
。
全
て
は
奥
様

が
一
々
指
示
す
る
。
日
に
幾
度
と

な
く
外
着
と
内
着
を
着
替
え
さ
せ

ら
れ
て
い
る
様
を
、
ド
ア
の
上
か

ら
面
白
可
笑
し
く
見
物
す
る
の
が

吾
輩
の
楽
し
み
と
な
っ
た
。
鳥
の

よ
う
に
一
年
中
羽
毛
単
衣
で
過
ご

せ
と
い
う
の
は
ち
と
無
理
か
も
し

れ
ん
が
、
箪
笥
の
肥
や
し
に
な
る

ほ
ど
の
衣
装
や
山
ほ
ど
の
家
財
を

持
ち
歩
く
人
間
様
を
気
の
毒
に
思

う
。 羽

毛
と
言
え
ば
、
吾
輩
の
羽
の

彩
色
は
お
世
辞
に
も
美
し
い
と
は

言
え
な
い
。
し
か
し
白
と
灰
色
の

混
じ
っ
た
胸
毛
は
ベ
ル
ベ
ッ
ト
の

如
く
き
め
細
か
く
滑
ら
か
で
、
奥

様
は
い
つ
も
吾
輩
の
胸
元
を
や
さ

し
く
撫
で
て
く
れ
る
。
多
少
迷
惑

で
は
あ
る
が
、
食
客
の
身
で
あ
り

こ
の
位
は
我
慢
し
て
い
る
。 

こ
こ
で
用
紙
が
尽
き
た
。
今
日

は
こ
の
位
で
羽
根
ペ
ン
を
置
く
。 

 
 
 
 
 
 

（
編
集
委
員
） 

吾
輩
は
ひ
よ
ど
り
（
続
編
） 
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村 

孝 
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豊
か
な
自
然
が
残
っ
て
い
る
佐

倉
の
里
山
や
谷
津
田
を
歩
き
ま
わ

っ
て
い
る
と
色
々
な
物
に
出
会
い

ま
す
。
畔
田
上
空
で
は
「
オ
オ
タ

カ
」「
ノ
ス
リ
」
が
飛
翔
し
、
手

繰
川
、
高
崎
川
の
橋
の
袂
で
は
宝

石
の
よ
う
な
「
カ
ワ
セ
ミ
」
が
機

敏
に
飛
び
回
っ
て
い
ま
す
。
印
西

市
に
は
「
オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
」

「
コ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
」
が
、
遠
く
シ

ベ
リ
ヤ
か
ら
や
っ
て
き
ま
す
。 

 

野
原
で
は
「
ヒ
バ
リ
」
が
天
高

く
さ
え
ず
り
、「
キ
ジ
」
が
鮮
や

か
な
衣
装
で
突
然
現
れ
ま
す
。
キ

リ
キ
リ
と
鳴
く
「
モ
ズ
」
は
長
い

尾
を
神
経
質
に
動
か
し
、
赤
褐
色

の
「
ジ
ョ
ウ
ビ
タ
キ
」
も
せ
わ
し

な
く
動
い
て
い
ま
す
。
キ
ツ
ツ
キ

の
「
コ
ゲ
ラ
」
は
幹
を
く
ち
ば
し

で
リ
ズ
ム
よ
く
叩
い
て
虫
を
捜
し

て
い
ま
す
。 

 

面
白
い
呼
称
の
草
木
も
見
か
け

ま
す
。「
ヘ
ク
ソ
カ
ズ
ラ
」
は
つ

る
状
の
小
さ
な
実
を
つ
ぶ
す
と
悪

臭
が
し
ま
す
。「
ネ
ズ
ミ
モ
チ
」

は
黒
い
小
さ
な
実
が
ネ
ズ
ミ
の
糞

の
様
で
す
。「
コ
ブ
シ
」
は
実
が

赤
ち
ゃ
ん
の
手
に
似
て
い
ま
す
。

「
ブ
タ
ナ
」
は
美
し
い
黄
色
い
花

な
の
に
可
哀
そ
う
。「
サ
ル
ト
リ

イ
バ
ラ
」
は
猿
も
引
っ
か
か
る
堅

い
ト
ゲ
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

 

赤
い
実
が
つ
く
「
マ
ム
シ
グ

サ
」
の
花
は
蛇
が
鎌
首
を
も
た
げ

た
様
で
す
。
人
名
の
よ
う
な
「
タ

カ
サ
ブ
ロ
ウ
」
は
、
可
憐
な
黄
色

い
小
さ
な
花
を
さ
か
せ
ま
す
。

「
イ
ノ
コ
ズ
チ
」
は
茎
の
節
目
が

猪
の
子
（
瓜
坊
）
み
た
い
で
す
。

「
カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド
ウ
」
は
カ
ラ

ス
の
よ
う
に
大
き
な
エ
ン
ド
ウ
で
、

小
さ
い
の
は
「
ス
ズ
メ
ノ
エ
ン
ド

ウ
」
で
す
。「
タ
イ
ア
ザ
ミ
」
は

痛
い
ア
ザ
ミ
か
ら
来
て
い
る
そ
う

で
す
。 

 

里
山
、
谷
津
田
に
生
息
す
る
可

愛
ら
し
い
野
鳥
や
草
木
の
観
察
は
、

心
の
い
や
し
と
体
力
作
り
に
は
も

っ
て
こ
い
で
す
。
皆
さ
ん
も
佐
倉

の
自
然
を
ご
一
緒
に
楽
し
ん
で
み

ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 

（
井
野 

安
保
昌
浩
） 

 
 

 

断
捨
離
の
成
果 

  

以
前
、
こ
の
欄
に
、
灰
谷
さ
ん

の
断
捨
離
に
関
す
る
文
章
が
掲
載

さ
れ
、
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。 
 

そ
の
後
、
同
名
の
本
を
娘
が
プ

レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
、「
主
語
は

私
」
に
共
感
し
、
も
っ
た
い
な
い

は
美
徳
と
信
じ
て
い
た
が
、
度
を

越
す
と
、
い
つ
の
間
に
か
、
ま
る

で
主
の
如
く
、
物
が
場
所
を
占
拠

し
、
夫
と
私
は
従
者
み
た
い
に
、

狭
い
所
に
遠
慮
が
ち
に
暮
ら
し
て

い
る
よ
う
な
、
滑
稽
且
つ
、
本
末

転
倒
な
様
態
で
あ
る
と
分
か
っ
た

か
ら
、
部
屋
を
片
付
け
た
。 

 

箪
笥
に
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
詰
め
の

洋
服
、
部
屋
に
積
み
重
ね
て
あ
る

雑
多
な
物
に
辟
易
し
て
い
た
が
、

捨
て
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
り
、

悶
々
と
し
た
ま
ま
年
月
が
流
れ
て

い
た
。
同
じ
気
持
ち
だ
っ
た
夫
も

賛
同
し
、
自
分
の
服
の
仕
分
け
を

す
る
等
、
協
力
し
て
く
れ
た
。
又
、

お
互
い
に
励
ま
し
合
い
（
や
は
り
、

処
分
す
る
こ
と
に
罪
悪
感
が
あ
る

の
だ
）
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が

出
来
、
居
心
地
の
い
い
和
室
に
変

わ
っ
た
。
洋
服
の
出
し
入
れ
も
、

掃
除
も
楽
に
な
っ
た
。 

 

空
い
た
ス
ペ
ー
ス
に
、
通
販
で

購
入
し
た
自
分
専
用
の
、
小
さ
な

机
を
置
い
た
。
趣
味
の
パ
ズ
ル
を

し
、
手
紙
を
書
く
。
一
人
で
お
茶

を
飲
む
こ
と
も
あ
る
。
至
福
の
時

だ
。 

 

今
回
、
処
分
し
た
物
（
洋
服

も
）
が
多
か
っ
た
の
で
お
ど
ろ
い

た
。
こ
れ
か
ら
は
、
慎
重
に
選
ば

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
衝
動
買
い

は
し
な
い
。
そ
れ
が
物
と
、
作
っ

た
人
に
対
す
る
礼
儀
だ
ろ
う
。 

 

良
寛
は
、
五
合
庵
に
独
居
の
時
、

米
三
升
と
、
薪
一
束
と
、
粗
衣
が

あ
れ
ば
い
い
と
詠
ん
で
い
る
。
私

は
、
と
て
も
そ
う
い
う
心
境
に
な

れ
な
い
が
、
彼
の
精
神
の
美
し
さ

に
合
掌
し
た
く
な
る
。 

（
白
銀 

都
築
洋
子
） 

     

里
山
で
見
か
け
た
も
の 
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朝
暗
い
う
ち
か
ら
通
勤
電
車
に

乗
り
夜
遅
く
帰
宅
す
る
毎
日
の
現

役
時
代
に
は
、
よ
そ
の
子
供
さ
ん

を
見
て
も
別
段
の
感
情
が
湧
い
た

覚
え
が
無
い
。
心
の
余
裕
が
無
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

自
由
の
身
と
な
り
絶
滅
危
惧
種

の
年
代
に
な
っ
て
こ
れ
が
か
な
り

変
わ
っ
た
。
小
さ
い
子
供
た
ち
を

見
る
と
「
可
愛
い
人
形
に
神
様
が

命
を
吹
き
込
み
動
か
し
て
い
る
」

よ
う
で
奇
跡
と
し
か
思
え
な
い
の

だ
。 

 

妙
齢
の
女
性
を
見
る
と
「
な
る

べ
く
早
く
、
明
る
く
し
っ
か
り
し

た
男
性
を
見
つ
け
て
幸
せ
に
な
っ

て
欲
し
い
」
と
願
っ
て
し
ま
う
。 

 

老
夫
婦
を
見
る
と
「
双
体
道
祖

神
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
二
人
で

寄
り
そ
っ
て
仲
良
く
生
き
て
い
っ

て
欲
し
い
」
な
ど
と
思
っ
て
し
ま

う
。「
片
一
方
が
早
め
に
去
る
よ

う
な
残
酷
な
こ
と
を
す
る
な
よ
」

な
ど
と
激
励
の
声
が
腹
の
中
で
か

か
っ
て
し
ま
う
。 

 

子
供
の
寝
小
便
の
始
末
や
娘
の

結
婚
費
用
の
工
面
や
寝
た
き
り
老

人
の
世
話
な
ど
を
し
な
い
第
三
者

的
な
無
責
任
な
立
場
で
い
る
か
ら

呑
気
に
構
え
て
い
ら
れ
る
の
か
。

其
れ
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
別

の
要
素
も
あ
る
か
も
。 

 

現
役
時
代
の
激
務
、
不
条
理
、

雑
念
、
責
任
な
ど
世
俗
の
重
し
が

肩
か
ら
抜
け
て
、
今
ま
で
体
内
に

潜
ん
で
い
た
「
種
族
が
永
遠
に
続

き
栄
え
る
よ
う
」
に
と
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

が
心
の
表
面
ま
で
浮
き
上
が
っ
て

き
た
の
か
な
と
も
思
う
。 

 
 

と
こ
ろ
で
、
十
五
分
の
お
化
粧

で
ア
ナ
グ
マ
か
ら
ソ
フ
ィ
ア
ロ
ー

レ
ン
に
瞬
間
変
身
す
る
我
が
愛
す

る
老
妻
だ
が
、
私
が
い
な
く
な
る

と
い
ろ
い
ろ
困
っ
た
状
況
に
置
か

れ
て
し
ま
う
の
で
は
と
私
は
心
配

し
て
い
る
。
私
も
心
身
と
も
に
健

康
を
長
持
ち
さ
せ
な
け
れ
ば
と
思

っ
て
さ
さ
や
か
な
努
力
中
で
す
。 

 

（
大
蛇
町 

塚
原
謙
二
） 

    

 

節
目
の
年 

 

定
年
退
職
後
、
誘
わ
れ
る
ま
ま

に
町
内
会
活
動
に
活
路
を
見
出
し

ま
し
た
。
年
４
回
の
親
睦
会
で
の

近
所
の
人
と
の
酒
宴
が
最
大
の
楽

し
み
で
し
た
。
酒
は
百
薬
の
長
で

あ
り
、
仲
間
と
の
信
頼
を
築
く
絆

で
す
。
こ
の
絆
は
災
害
時
に
最
大

の
効
果
を
発
揮
し
ま
す
。
皆
さ
ん

は
「
文
武
両
道
」
と
言
う
言
葉
は

人
口
に
膾
炙

か
い
し
ゃ

し
て
い
る
為
ご
存
知

だ
と
思
い
ま
す
。
中
国
の
詩
人
杜

甫
は
詩
の
先
達
李
白
を
評
し
「
飲

中
八
仙
の
歌
」
の
中
で
「
李
白
一

斗
詩
百
篇
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

彼
は
飲
む
程
に
酔
う
程
に
、
自
然

に
詩
を
口
ず
さ
ん
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
さ
に
「
文
酒
両
道
」

の
人
だ
っ
た
の
で
す
ね
。 

 

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
皇
室
関

係
の
ニ
ュ
ー
ス
で
天
皇
皇
后
両
陛

下
が
介
護
施
設
「
横
浜
市
高
田
地

域
ケ
ア
プ
ラ
ザ
」
を
昨
年
９
月

21
日
に
見
学
さ
れ
た
事
を
知
り
、

当
施
設
で
の
社
会
福
祉
協
議
会
の

外
部
研
修
を
企
画
し
ま
し
た
。
研

修
に
際
し
、
有
名
な
日
本
庭
園

「
三
渓
園
」
を
訪
ね
、
近
く
の
中

華
街
で
食
事
を
す
る
コ
ー
ス
を
設

定
し
ま
し
た
。
当
初
の
申
込
が

10
名
増
え
た
為
食
事
予
約
の
追

加
や
先
方
へ
の
人
員
増
加
の
お
知

ら
せ
に
当
惑
し
ま
し
た
。 

特
筆
す
べ
き
は
、
93
歳
の
高

齢
者
が
現
役
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
励
ん
で
い
る
事
が
両
陛

下
の
耳
に
入
り
、
来
館
を
決
意
さ

れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
館
内

は
温
か
い
空
気
に
包
ま
れ
た
そ
う

で
す
。 

横
浜
市
は
居
住
区
近
辺
の
「
社

会
福
祉
施
設
」
に
公
民
館
と
し
て

の
機
能
を
持
た
せ
る
他
に
、
奉
仕

活
動
を
し
た
高
齢
者
に
ポ
イ
ン
ト

を
付
与
し
、
換
金
や
寄
付
が
出
来

る
先
進
的
制
度
を
取
り
入
れ
て
社

会
参
加
を
促
し
た
結
果
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
登
録
者
は
５
千
人
を

越
え
ま
し
た
。
我
々
に
「
楽
し
さ
、

喜
び
、
生
き
が
い
」
を
与
え
、
そ

こ
に
存
在
意
義
を
見
つ
け
出
さ
せ

て
い
ま
す
。
日
本
の
将
来
へ
の
道

標
の
様
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。 

（
鍋
山
町 

鈴
木
正
記
） 

年
寄
り
の
感
傷 

節
目
の
年 



－４－ 

 

二
月
十
八
日
に
、
市
民
カ
レ
ッ

ジ
を
卒
業
し
ま
し
た
。
卒
業
前
の

全
員
に
課
さ
れ
る
宿
題
に
、
卒
業

文
集
が
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
に
書

く
こ
と
が
嫌
い
と
言
う
人
も
通
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
最
後
の
関
門

で
す
。 

 
『
な
か
ま
』
へ
の
執
筆
依
頼
を

し
て
も
中
々
書
い
て
下
さ
ら
な
か

っ
た
方
が
、
出
来
上
が
っ
た
こ
の

卒
業
記
念
誌
で
は
と
て
も
良
い
文

章
を
書
い
て
い
ま
す
。
書
い
た
後

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
く
ら
道 

 
 

 
 

東
京
港
区
に
あ
る
迎
賓
館
は
外

国
の
要
人
を
迎
え
る
特
別
な
施
設

で
す
が
、
前
身
は
明
治
時
代
、
紀

州
徳
川
家
の
屋
敷
跡
に
建
て
ら
れ

た
赤
坂
離
宮
。
大
正
天
皇
が
皇
太

子
の
と
き
東
宮
御
所
に
使
わ
れ
ま

し
た
。 

 

イ
ギ
リ
ス
の
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
宮

殿
や
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

宮
殿
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
こ
の
建

物
が
戦
後
間
も
な
く
国
立
国
会
図

書
館
の
仮
館
と
し
て
一
般
に
公
開

さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

床
に
は
絨
毯
が
敷
か
れ
壁
画
の

あ
る
天
井
か
ら
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
が

吊
る
さ
れ
た
豪
華
な
部
屋
が
閲
覧

室
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
入

館
に
は
長
い
行
列
が
で
き
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。 

 

通
称
、
上
野
図
書
館
で
親
し
ま

れ
て
い
た
帝
国
図
書
館
が
名
称
変

更
し
国
会
議
事
堂
に
隣
接
す
る
現

在
地
に
新
館
が
で
き
る
ま
で
の
間

で
し
た
が
、
思
い
出
の
図
書
館
の

一
つ
で
す
。
な
お
、
今
月
三
十
日

は
図
書
館
記
念
日
で
す
。 

（
金
井
義
彰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
感
想
を
聞
い
て
み
た
ら
「
卒
業

ま
で
の
四
年
間
を
振
り
返
り
、
卒

業
後
の
活
動
に
つ
い
て
考
え
る
良

い
機
会
で
あ
っ
た
。
又
、
漠
然
と

考
え
て
い
た
事
が
、
明
瞭
に
な
っ

た
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

携
帯
電
話
、
電
子
メ
ー
ル
の
時

代
で
、
ペ
ン
を
と
っ
て
原
稿
の
枡

目
を
埋
め
る
事
は
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、
頭
の
整
理
や
、

旅
の
思
い
出
、
故
郷
、
旧
友
の
事

や
ふ
と
感
じ
た
事
等
を
綴
っ
た
ら

良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
横
山
詔
正
） 

４月の黒板 
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あ
と
が
き 


