
  

「
ど
ん
な
男
か
」
と
正
月
、
酒
を
飲
み
に
来
た
旧
友
が
聞
く
か
ら
「
そ
う
さ
な
、
法
王
の
子
供
の
よ
う

な
男
だ
。
猪
突
猛
進
し
て
い
る
が
、
詩
の
世
界
で
は
王
者
の
風
格
が
あ
る
。
西
洋
で
も
ド
ン
・
ナ
ツ
イ
シ

で
罷
り
通
る
」
と
い
っ
た
ら
相
手
は
き
ょ
と
ん
と
し
て
、
横
文
字
の
並
ん
で
い
る
句
集
の
表
紙
を
裏
か
ら

開
け
て
「
法
王
は
独
身
だ
ろ
う
。
子
供
は
い
な
い
は
ず
だ
ろ
う
」
と
頓
珍
漢
を
い
っ
た
。
「
な
に
、
ル
ネ
サ

ン
ス
の
頃
に
は
法
王
の
落
し
子
は
ざ
ら
に
い
た
。
詩
の
世
界
に
も
法
王
の
落
胤
は
い
る
。
こ
の
句
集
は
後

世
に
残
る
ぞ
」
と
い
っ
て
き
か
せ
た
。
相
手
は
不
審
顔
だ
が
、
そ
れ
に
構
わ
ず
に
私
は
お
も
む
ろ
に
年
賀

状
を
し
た
た
め
た
。
夏
石
番
矢
は
住
む
と
こ
ろ
も
富
士
見
、
鶴
瀬
と
名
も
め
で
た
い
。
な
る
ほ
ど
手
負
い

の
猪
だ
が
不
死
身
の
は
ず
で
あ
る
。
「
二
〇
〇
九
年
元
旦
、
御
本
御
礼
」
と
添
え
て 

昔
学
生
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
夏
石
、
本
名
乾
昌
幸
は
全
身
が
猪
の
よ
う
な
風
貌
で
あ
っ
た
。
声
も
猪
の
ご

と
く
吃
っ
た
。
そ
れ
が
日
本
語
を
早
口
で
話
そ
う
と
す
る
時
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
せ
っ
つ
い

て
口
早
に
話
そ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
ご
愛
嬌
で
あ
る
。
察
す
る
に
本
人
、
連
想
の
方
が
先
走
っ
て
、
余

計
な
て
に
を
は
が
抜
け
落
ち
る
の
だ
。
と
い
う
こ
と
は
乾
昌
幸
は
本
質
的
に
俳
句
言
語
的
感
受
性
の
持
主

な
の
で
あ
る
。
彼
は
脳
袋
の
中
で
余
計
な
言
葉
は
片
端
か
ら
切
っ
て
落
と
す
。
そ
の
乾
学
生
は
社
会
に
出

る
や
、
や
が
て
な
に
も
の
か
と
競
お
う
と
す
る
か
の
ご
と
く
、
夏
石
番
矢
と
非
日
本
語
的
な
大
名
乗
り
を

あ
げ
た
。
空
中
を
め
ぐ
る
風
車
に
格
闘
を
挑
む
が
ご
と
き
、
お
よ
そ
俳
人
ら
し
か
ら
ぬ
号
で
あ
る
。
稚
気

愛
す
べ
き
野
蛮
さ
だ
が
、
そ
こ
に
こ
そ
面
目
が
躍
如
と
し
て
存
す
る
。
そ
ん
な
番
矢
は
超
俗
で
も
な
く
、

世
捨
て
人
で
も
な
く
、
古
風
な
俳
人
で
も
も
と
よ
り
な
い
。
そ
ん
な
風
に
大
前
衛
を
称
し
て
以
来
、
次
か

ら
次
へ
と
矢
を
射
る
よ
う
な
調
子
で
俳
句
を
拙
宅
に
も
送
り
つ
け
て
く
る
。 

と
書
い
た
。
本
誌
読
者
に
も
こ
の
初
の
句
で
た
ち
ま
ち
お
わ
か
り
の
よ
う
に
私
に
は
俳
句
の
心
得
は
な
い
。

す
こ
ぶ
る
不
調
法
な
男
で
『
吟
遊
』
に
書
く
資
格
な
ど
さ
ら
に
な
い
。
昔
の
学
生
が
『
空
飛
ぶ
法
王
』
と

い
う
大
仰
な
題
の
句
集
を
贈
っ
て
よ
こ
し
た
か
ら
「
お
っ
、
こ
れ
は
面
白
い
」
と
感
じ
て
、
年
甲
斐
も
な

二
〇
〇
九
年
は
夏
石
番
矢
の
句
集
で
も
っ
て
読
み
初
め
と
し
た
。
屠
蘇
で
め
で
た
い
気
分
と
な
っ
て
い

た
せ
い
か
、
読
ん
で
わ
く
わ
く
す
る
。
い
い
気
持
だ
。
読
む
う
ち
に
『
空
飛
ぶ
法
王
』
は
必
ず
や
後
世
に

残
る
句
集
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
似
た
気
持
が
生
じ
た
。
万
一
残
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
夏
石
が
悪
い
の
で
は
な
い
。
私
の
目
利
き
が
悪
い
の
で
も
な
い
。
ひ
と
え
に
後
世
が
悪
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
人
の
世
は
そ
ん
な
に
悪
い
は
ず
は
な
い
と
い
う
の
が
私
の
予
感
で
あ
る
。 

夏
石
番
矢
讃 
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書
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夏
石
番
矢
に
つ
い
て
偉
い
と
感
心
す
る
の
は
彼
が
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
俳
句
と
ハ
イ
ク
の
ネ
ツ
ト

ワ
ー
ク
を
編
ん
で
君
臨
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
昔
、
桑
原
武
夫
と
い
う
旧
京
都
学
派
の
中
心
が
い

て
、
古
い
近
代
主
義
を
新
し
そ
う
に
唱
え
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
。
国
語
の
ロ
ー

マ
字
化
を
提
言
し
た
り
、
国
語
の
簡
素
化
を
主
張
し
た
り
、
俳
句
の
芸
術
性
を
問
う
「
第
二
藝
術
論
」
を

発
表
し
た
り
し
た
。
い
っ
て
み
れ
ば
今
の
山
崎
正
和
の
よ
う
な
関
西
名
士
連
の
旗
振
り
男
で
あ
っ
た
。
桑

原
の
敗
戦
直
後
の
俳
句
第
二
藝
術
論
に
つ
い
て
は
「
伝
統
的
詩
型
で
あ
る
俳
句
の
も
つ
前
近
代
性
を
批
判
」

な
ど
と
『
広
辞
苑
』
に
も
麗
々
し
く
出
て
い
る
。
日
本
と
い
う
の
は
面
白
い
国
で
、
俳
句
と
い
う
日
本
文

化
の
悪
口
を
い
う
と
文
化
勲
章
を
も
ら
え
た
り
す
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
桑
原
武
夫
本
人
は
芭
蕉
の
俳
句

な
ど
す
ら
す
ら
口
を
つ
い
て
出
る
男
だ
っ
た
そ
う
で
、
京
大
で
習
っ
た
友
人
は
桑
原
を
高
く
買
っ
て
い
た
。

マ
サ
ユ
キ
と
い
う
本
名
は
シ
ョ
ウ
コ
ウ
と
読
め
ば
教
皇
の
子
供
の
「
小
皇
」
と
な
る
。
「
な
に
小
皇
帝
な

も
ん
か
、
お
い
昌
公
」
と
近
所
の
子
供
に
か
ら
か
わ
れ
た
に
相
違
な
い
。
喧
嘩
し
て
は
で
か
い
眼
で
睨
み

つ
け
て
、
あ
の
で
っ
か
い
額
を
相
手
に
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
押
し
付
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。
苛
め
ら
れ
も
し
た
だ

ろ
う
。
そ
れ
に
空
飛
ぶ
な
ど
と
い
い
気
に
な
っ
て
い
る
と
墜
落
す
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
失
墜
す
る
理
由

は
な
に
な
に
な
に
か
。 

そ
の
旧
学
生
の
夏
石
も
い
つ
か
五
十
を
過
ぎ
て
、
二
三
年
前
、
故
郷
の
相
生
を
訪
ね
て
回
想
の
一
文
を

書
い
て
い
た
。
家
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
自
動
車
の
パ
ー
キ
ン
グ
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
更
地
に
彼
は
憮
然

と
し
て
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
四
半
世
紀
前
、
彼
が
大
学
院
生
の
こ
ろ
岡
山

の
学
会
か
ら
の
帰
り
に
同
車
し
た
。
す
る
と
山
陽
線
の
列
車
の
窓
辺
で
突
然
歓
声
を
あ
げ
て
「
あ
、
あ
、

あ
す
こ
だ
」
と
遠
足
帰
り
の
小
学
生
の
よ
う
に
全
身
で
叫
ん
で
指
さ
す
で
は
な
い
か
。
「
あ
す
こ
が
自
分
の

育
っ
た
家
だ
」
そ
う
は
し
ゃ
い
で
い
る
様
を
目
の
当
た
り
に
し
た
私
は
「
こ
の
男
は
天
性
の
詩
人
だ
な
」

と
感
じ
た
。
今
年
の
正
月
気
分
で
さ
ら
に
そ
の
感
想
を
新
た
に
し
た
。
天
衣
無
縫
、
天
空
を
征
く
わ
れ
ら

が
自
在
の
詩
人
夏
石
を
新
句
集
に
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
節
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

「
法
王
」
と
呼
ば
れ
る
う
ち
は
御
愛
嬌
だ
が
、
あ
ら
た
ま
っ
て
「
教
皇
」
と
呼
ば
れ
た
ら
無
冠
の
帝
王

も
大
き
な
体
を
縮
め
て
恐
縮
す
る
に
相
違
な
い
。 

く
負
け
ん
気
を
起
し
五
七
五
を
ひ
ね
っ
て
み
た
ま
で
の
話
で
、
夏
石
番
矢
に
ひ
そ
む
稚
気
が
喜
寿
を
過
ぎ

た
平
川
老
人
の
稚
気
を
呼
び
さ
ま
す
の
で
あ
る
。 

      

 

空
飛
ぶ
法
王
仙
女
の
足
が
ち
ら
ち
ら
と 

 

教
皇
と
呼
ば
れ
昌
幸
恐
慌
す 

 

相
生
の
松
は
は
る
か
に
空
飛
ぶ
法
王 

で
夏
石
の
俳
句
運
動
は
と
見
る
と
、
前
近
代
的
ど
こ
ろ
か
生
意
気
な
ほ
ど
新
鮮
で
鋭
角
的
で
第
一
藝
術
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世
界
的
に
見
て
も
立
派
な
野
人
の
見
事
な
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
『
世
界
俳
句
入
門
』(

沖
積
舎)

で
日
本
語
に
訳
し
て
見
せ
たE

lise Tanguy

の
句
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
句
は 

か
く
い
う
提
灯
持
ち
の
私
は
ダ
ン
テ
学
者
で
、
『
地
獄
篇
』
『
煉
獄
篇
』
『
天
国
篇
』
の
河
出
文
庫
本
を
補

足
す
べ
き
『
神
曲
』
講
義
を
世
に
出
す
べ
く
原
稿
に
手
を
加
え
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
私
は
日
本
語
化
し

た
表
現
を
尊
ぶ
者
で
、
使
い
慣
れ
た
「
法
王
」
と
い
う
言
葉
を
キ
ョ
ウ
コ
ウ
と
発
音
す
べ
き
か
キ
ョ
ウ
オ

ウ
と
発
音
す
べ
き
か
戸
惑
う
よ
う
な
「
教
皇
」
の
語
に
置
き
換
え
る
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
そ
も
そ

も
東
京
築
地
の
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
代
表
部
の
門
標
に
は
法
王
庁
と
記
さ
れ
て
い
る
。
王
よ
り
皇
が
上
だ
か
ら

と
改
め
よ
う
と
し
た
宣
教
師
た
ち
の
魂
胆
が
さ
も
し
い
こ
と
も
い
け
す
か
な
い
。
そ
れ
で
拙
著
に
こ
の
よ

う
な
註
釈
を
こ
の
た
び
書
き
添
え
た
の
で
、
そ
れ
も
こ
こ
に
再
掲
さ
せ
て
い
た
だ
く
。 

と
い
う
か
第
一
線
の
藝
術
で
あ
る
。
封
建
的
で
閉
鎖
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
目
を
み
は
る
ほ
ど
国
際
的
で
あ

る
。
皮
肉
だ
が
今
の
日
本
で
、
各
国
の
詩
人
と
連
句
の
輪
を
広
げ
、
鮮
や
か
な
国
際
交
流
を
し
て
い
る
の

は
フ
ラ
ン
ス
語
も
解
す
る
俳
人
夏
石
番
矢
が
第
一
人
者
だ
。
こ
の
夏
石
に
ご
ろ
ご
ろ
と
言
わ
れ
た
日
に
は

仏
文
出
の
近
代
主
義
者
な
ど
「
ク
ワ
バ
ラ
、
ク
ワ
バ
ラ
」
と
退
散
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。 

と
い
う
。
夏
石
美
学
を
わ
か
ち
も
つ
感
受
性
が
い
ま
や
海
外
に
多
い
こ
と
が
こ
う
し
た
句
集
を
読
む
と

た
ち
ど
こ
ろ
に
わ
か
る
。
面
白
い
ほ
ど
よ
く
わ
か
る
。 

  

 
 

 

一
万
年
後 

巨
石
は
な
お
待
つ 

太
陽
と
月 

私
は
最
近
夏
石
番
矢
の
『
空
飛
ぶ
法
王 

一
六
一
俳
句 

Flying Pope 161 haiku

』(

こ
お
ろ
社
発

行
・
東
京
堂
出
版
発
売)

と
い
う
英
訳
も
見
事
な
、
挿
絵
も
は
い
っ
た
、
刮
目(

か
つ
も
く)

す
べ
き
句
集
を

読
ん
で
爽
快
な
気
分
を
味
わ
い
ま
し
た
が
、
あ
れ
を
読
ん
で
私
『
神
曲
』
翻
訳
の
際
にpapa

の
語
に
教

皇
で
な
く
歴
史
的
に
由
緒
の
あ
る
法
王
を
用
い
て
良
か
っ
た
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
し
た
。
夏
石
さ
ん

の
俳
句
世
界
は
、
あ
れ
は
「
法
王
」
だ
か
ら
天
空
を
自
在
自
由
に
舞
え
る
の
で
「
教
皇
」
だ
っ
た
ら
あ

あ
は
い
か
な
い
。
法
王
に
は
高
雅
な
鳳
凰
の
響
き
も
あ
る
が
、
夏
石
俳
句
の
法
王
が
教
皇
な
ど
と
呼
ば

れ
た
ら
恐
慌
を
き
た
し
て
途
端
に
天
か
ら
墜
落
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
私
の
感

想
は
夏
石
番
矢
の
俳
句
を
読
ん
で
い
た
だ
か
な
い
と
読
者
の
皆
様
に
通
じ
る
べ
く
も
な
い
が
、
読
ん
だ

方
に
は
即
座
に
合
点
が
行
く
と
思
い
ま
す
。
俳
句
集
と
し
て
近
年
の
日
本
の
、
と
い
う
か
世
界
の
ハ
イ

ク
の
傑
作
で
す
。 

私
は
こ
ん
な
歴
史
的
場
面
も
空
想
す
る
。
天
正
遣
欧
使
節
の
「
ク
ワ
ッ
ト
ロ
・
ラ
ガ
ッ
ツ
ィ
」
と
い
う

   Le soleil et la lune 
  Les m

égalithes attendent encore 
  D

ix m
ille ans plus tard 
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四
少
年
は
、
本
当
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
た
め
に
使
わ
れ
た
、
い
わ
ば
拉
致
未
成
年
者
と
い
う
の
が
歴
史
の

真
相
に
近
い
。
そ
れ
だ
け
に
も
っ
と
花
を
も
た
せ
て
や
ら
な
い
と
気
の
毒
だ
。
そ
れ
で 

  
 

天
正
遣
欧
使
節
句
集
『
空
飛
ぶ
法
王
』
を
献
上
す 

  

し
か
し
少
年
た
ち
に
謁
見
を
許
し
給
う
た
法
王
は
そ
の
直
後
に
死
去
し
た
。
謹
み
て
「
ア
ー
メ
ン
」
と

唱
え
た
い
。 

  
 

日
英
の
句
を
両
翼
に
鳳
凰
昇
天
す 

 (

な
お
こ
の
「
夏
石
番
矢
讃
」
中
の
句
は
平
川
祐
弘
の
元
旦
の
句
で
夏
石
番
矢
の
句
で
は
な
い
。
念
の
た
め) 


