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一

﹁
小
説
は
沢
山
読
む
︒
新
聞
や
雑
誌
を
見
る
と
き
は
議
論
な
ん
ぞ

は
見
な
い
で
︑
小
説
を
読
む
︒
し
か
し
若
し
何
と
思
っ
て
読
む
か

と
云
う
こ
と
を
作
者
が
知
っ
た
ら
︑
作
者
は
憤
慨
す
る
だ
ろ
う
︒

芸
術
品
と
し
て
見
る
の
で
は
無
い
︒
金
井
君
は
芸
術
品
に
は
非
常

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
高
い
要
求
を
し
て
い
る
か
ら
︑
そ
こ
い
ら
中
に
あ
る
小
説
は
︑

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

此
要
求
を
充
た
す
に
足
り
な
い
︒
金
井
君
に
は
︑
作
者
が
ど
う
云

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

う
心
理
的
状
態
で
書
い
て
い
る
か
と
云
う
こ
と
が
面
白
い
の
で
あ
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る
︒
そ
れ
だ
か
ら
金
井
君
の
た
め
に
は
︑
作
者
が
悲
し
い
と
か
悲

壮
だ
と
か
云
う
積
り
で
書
い
て
い
る
も
の
が
︑
極
め
て
滑
稽
に
感

ぜ
ら
れ
た
り
︑
作
者
が
滑
稽
の
積
り
で
書
い
て
い
る
も
の
が
︑
却

っ
て
悲
し
か
っ
た
り
す
る
︒﹂

森
鷗
外
は
︑﹁
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
﹂︵
明
治
四
十
二
年
の

作
︑
時
に
︑
作
者
四
十
八
歳
︶
の
う
ち
に
こ
う
書
い
て
い
る
︒
彼

れ
が
︑
当
時
の
日
本
文
壇
の
作
品
を
︑
内
心
馬
鹿
に
し
て
か
か
っ

て
い
た
こ
と
は
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
察
せ
ら
れ
る
︒

﹁
そ
の
う
ち
自
然
主
義
と
云
う
こ
と
が
始
ま
っ
た
︒
金
井
君
は
此

の
流
儀
の
作
品
を
見
た
と
き
は
︑格
別
技
癢
を
ば
感
じ
な
か
っ
た
︒

ぎ

よ
う



7

そ
の
癖
面
白
が
る
こ
と
は
非
常
に
面
白
が
っ
た
︒
面
白
が
る
と
同

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

時
に
︑
金
井
君
は
妙
な
事
を
考
え
た
︒
云
々
﹂
と
︑
同
じ
小
説
の

う
ち
に
書
い
て
い
る
︒

日
本
の
自
然
派
と
自
称
す
る
作
家
ど
も
が
︑
み
ん
な
一
様
に
色

情
狂
見
た
い
な
こ
と
を
書
い
て
︑﹁
こ
れ
が
人
生
﹂
だ
と
云
っ
て

い
る
の
を
︑
不
思
議
に
思
っ
た
彼
鷗
外
は
︑
ふ
と
︑﹁
自
分
の
性

慾
的
生
活
の
歴
史
を
書
い
て
見
よ
う
か
﹂
と
思
い
立
っ
て
︑
こ
の

異
色
の
あ
る
﹁
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
﹂
の
一
篇
を
作
り
上
げ
た

の
で
あ
っ
た
︒
二
葉
亭
四
迷
の
﹁
平
凡
﹂
も
︑
当
時
の
自
然
派
作

者
の
性
慾
描
写
に
刺
戟
さ
れ
て
思
い
立
っ
た
も
の
ら
し
か
っ
た
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が
︑
し
か
し
︑﹁
平
凡
﹂
に
は
︑
旧
文
学
の
臭
い
が
附
纏
っ
て
い

た
︒
鷗
外
の
古
い
感
情
か
ら
脱
却
し
た
明
確
適
切
な
描
写
と
は
︑

類
を
異
に
し
て
い
た
︒

全
体
︑
こ
の
﹁
性
慾
史
﹂
ば
か
り
で
は
な
く
っ
て
︑
鷗
外
の
後

半
生
の
小
説
と
戯
曲
と
は
︑
当
時
の
自
然
派
に
刺
戟
さ
れ
て
出
現

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
自
然
派
の
作
品
を
馬
鹿
に
し
な
が
ら
︑﹁
お

れ
も
書
い
て
見
よ
う
﹂
と
い
う
創
作
慾
を
︑
彼
れ
は
起
し
た
の
で

あ
っ
た
︒
彼
れ
が
前
半
生
に
試
み
て
い
た
い
ろ
い
ろ
な
近
代
欧
洲

文
学
の
翻
訳
は
獨
歩
・
花
袋
・
藤
村
な
ど
当
時
の
文
学
青
年
に
清

新
な
感
化
を
与
え
︑
旧
套
を
脱
し
た
新
文
学
の
発
生
す
る
原
因
の
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一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
後
で
は
︑
鷗
外
自
身
が
︑
知
ら

ず
識
ら
ず
獨
歩
・
花
袋
・
藤
村
な
ど
の
感
化
を
受
け
た
訳
に
な
る

の
で
あ
る
︒
私
は
そ
こ
に
面
白
み
を
感
じ
て
い
る
︒﹁
芸
術
品
に

対
す
る
要
求
が
高
い
た
め
に
容
易
に
取
り
附
け
な
か
っ
た
﹂
創
作

の
筆
を
自
由
に
揮
っ
て
︑
鷗
外
と
し
て
文
学
的
事
業
を
史
上
に
留

む
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
自
然
派
の
刺
戟
が
あ
っ
た
た
め
で
あ

っ
た
︒
島
村
抱
月
が
欧
洲
に
留
学
し
て
学
ん
だ
も
の
よ
り
も
︑
日

本
の
自
然
主
義
の
気
運
に
よ
っ
て
︑
心
の
扉
が
開
か
れ
た
と
同
じ

よ
う
に
︑
鷗
外
も
︑
長
年
月
の
間
に
読
破
し
来
っ
た
種
々
雑
多
な

欧
洲
文
学
よ
り
も
︑
日
本
の
若
輩
の
︑
彼
れ
の
目
か
ら
は
浮
薄
低
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劣
に
思
わ
れ
る
新
文
学
の
作
風
に
よ
っ
て
︑
自
己
の
天
分
と
学
殖

と
を
︑芸
術
の
方
へ
傾
瀉
す
べ
き
戸
口
を
見
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
が
︑﹁
遊
び
﹂
気
分
で
あ
っ
た
に
し
ろ
︑
馬
琴
の
所
謂
﹁
有

用
な
書
物
の
購
求
費
の
た
め
に
書
か
れ
た
無
用
な
文
﹂
で
あ
っ
た

に
し
ろ
︑
私
な
ど
は
︑
後
半
生
の
創
作
に
於
て
︑
鷗
外
に
重
き
を

置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
現
代
日
本
文
学
全
集
﹂
中
の
鷗
外

集
が
︑
初
期
の
数
種
の
短
篇
小
説
の
外
は
︑
翻
訳
ば
か
り
で
埋
め

ら
れ
る
よ
う
だ
っ
た
ら
︑い
か
ば
か
り
淋
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒

私
は
︑
彼
れ
の
学
殖
の
深
さ
浅
さ
は
よ
く
知
ら
な
い
し
︑
ま
た
そ

ん
な
こ
と
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
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創
作
は
︑
読
み
つ
づ
け
る
と
︑
滔
々
と
し
て
尽
き
ざ
る
興
味
が
覚

え
ら
れ
る
︒
私
は
人
生
の
事
と
文
学
の
事
に
つ
い
て
︑
彼
れ
の
作

品
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
︒

二

私
は
︑
年
少
の
頃
﹁
國
民
之
友
﹂
で
読
ん
だ
﹁
舞
姫
﹂
と
︑﹁
水

沫
集
﹂
で
読
ん
だ
﹁
文
づ
か
ひ
﹂
と
﹁
う
た
か
た
の
記
﹂
と
を
︑

久
し
振
り
で
読
直
し
た
︒
そ
し
て
︑
わ
が
生
の
若
か
り
し
夢
を
偲

ん
だ
の
で
あ
っ
た
︒
今
読
ん
で
も
︑
好
短
篇
と
し
て
翫
賞
し
得
ら
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れ
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
わ
た
く
し
は
少
年
の
時
︑
貸
本
屋
の
本
を

耽
読
し
た
︒
⁝
⁝
読
本
︑
書
本
︑
人
情
本
⁝
⁝
そ
う
い
う
本
を
読

み
尽
く
し
て
︑
さ
て
貸
本
屋
に
︑
何
か
ま
だ
読
ま
な
い
本
は
無
い

か
と
問
う
と
︑
貸
本
屋
は
随
筆
類
を
推
薦
す
る
︒
⁝
⁝
わ
た
く
し

は
貸
本
文
学
卒
業
者
に
な
っ
た
﹂︵﹁
細
木
香
以
﹂
の
う
ち
に
︶

と
︑
自
ら
云
っ
て
い
る
ほ
ど
︑
江
戸
文
学
に
熟
通
し
て
い
た
の
に

関
わ
ら
ず
︑
逍
遥
・
露
件
・
紅
葉
そ
の
他
同
時
代
の
他
の
多
く
の

作
家
の
よ
う
に
︑
旧
幕
時
代
の
旧
い
文
学
に
感
染
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
︒

こ
れ
等
の
三
篇
は
︑い
ず
れ
も
欧
洲
留
学
記
念
の
作
品
で
あ
る
︒
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若
か
っ
た
鷗
外
は
︑異
郷
の
土
地
と
人
と
を
題
材
と
し
て
︑自
己
の

青
春
の
夢
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
︑
紅
葉
が
︑﹁
三

人
妻
﹂
や
﹁
伽
羅
枕
﹂
な
ど
に
︑
江
戸
情
調
の
遊
女
妓
女
を
憧
憬

し
空
想
し
て
︑自
己
の
青
春
の
夢
を
語
っ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
︑

若
い
夢
の
さ
ま
ざ
ま
が
思
い
出
さ
れ
て
面
白
い
︒
か
の
三
つ
の
小

説
は
︑
欧
洲
近
代
の
短
篇
小
説
の
体
裁
を
模
し
た
も
の
だ
が
︑
当

時
の
青
年
作
家
た
る
鷗
外
の
心
臓
が
そ
こ
に
鼓
動
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒
島
崎
藤
村
の
抒
情
詩
﹁
若
菜
集
﹂
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
取

扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒詩
趣
情
味
が
豊
か
で
あ
る
︒そ
れ
に

気
品
も
添
っ
て
い
る
︒
後
年
の
史
伝
的
小
説
が
学
究
の
考
証
記
事
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の
よ
う
な
無
味
乾
燥
に
堕
さ
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
︒﹁
即
興
詩

人
﹂
の
よ
う
な
翻
訳
以
上
の
翻
訳
が
現
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
︒﹁
エ

リ
ス
が
生
け
る
屍
を
抱
き
て
千
行
の
涙
を
濺
い
だ
豊
太
郎
﹂︵﹁
舞

姫
﹂︶
の
心
を
作
者
の
心
と
し
て
い
た
鷗
外
は
︑
ア
ヌ
ン
チ
ャ
タ

と
ア
ン
ト
ニ
オ
の
薄
倖
な
恋
物
語
に
も
心
を
捉
え
ら
れ
た
に
違
い

な
か
っ
た
︒﹁
涙
は
読
む
に
随
い
て
流
れ
︑
わ
が
心
の
限
り
の
涙

、
、
、
、
、
、
、
、

と
化
し
て
融
け
去
る
を
覚
え
た
り
﹂
と
は
︑
ア
ヌ
ン
チ
ャ
タ
の
最

、
、
、
、
、
、
、
、

後
の
手
紙
を
読
ん
だ
時
の
︑
ア
ン
ト
ニ
オ
の
心
を
叙
し
た
ば
か
り

で
は
な
く
︑
訳
者
や
読
者
の
心
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
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若
い
男
女
の
恋
を
描
い
て
︑
情
景
兼
ね
具
わ
っ
た
小
説
は
︑
明

治
以
来
﹁
即
興
詩
人
﹂
に
及
ぶ
も
の
は
な
か
っ
た
︒
私
は
三
た
び

こ
の
物
語
を
読
ん
だ
︒
最
初
は
﹁
し
が
ら
み
草
紙
﹂﹁
め
ざ
ま
し

草
﹂
な
ど
に
断
続
的
に
掲
げ
ら
れ
た
の
を
︑
上
野
の
図
書
館
に
保

存
さ
れ
た
古
雑
誌
の
綴
込
み
を
捜
し
て
止
切
れ
止
切
れ
に
読
み
︑

そ
の
後
︑
春
陽
堂
出
版
の
四
号
活
字
の
二
冊
本
に
よ
っ
て
︑
首
尾

を
通
じ
て
読
ん
だ
︒
私
は
二
十
代
に
読
ん
だ
翻
訳
文
学
で
︑
最
も

忘
れ
難
い
印
象
を
留
め
て
い
る
も
の
は
︑
こ
の
﹁
即
興
詩
人
﹂
と
︑

小
金
井
き
み
子
女
史
の
﹁
浴
泉
記
﹂
と
で
あ
る
︒
私
は
過
去
を
追

懐
し
て
︑
数
年
前
に
︑
新
刊
の
縮
刷
本
を
買
っ
て
︑﹁
即
興
詩
人
﹂
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の
第
三
回
目
の
復
習
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
私
は
自
分
の
心

が
も
は
や
作
中
の
男
女
の
心
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
の
を
感
じ
な

い
訳
に
行
か
な
か
っ
た
︒

作
者
た
る
鷗
外
も
﹁
即
興
詩
人
﹂
あ
た
り
を
打
留
め
と
し
て
︑

青
春
の
夢
か
ら
醒
め
て
︑
心
は
枯
淡
に
な
り
か
か
っ
た
︒
現
実
世

界
の
実
相
を
見
る
目
も
冴
え
て
来
た
の
で
あ
っ
た
︒﹁
埋
木
﹂﹁
浮

世
の
波
﹂﹁
悪
因
縁
﹂
な
ど
︑﹁
水
沫
集
﹂
に
収
め
ら
れ
た
前
期

の
翻
訳
と
︑﹁
一
幕
物
﹂
そ
の
他
の
後
期
の
翻
訳
と
を
比
べ
る
と
︑

訳
文
の
調
子
が
変
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
︑
原
作
の
選
択
が
異

っ
て
い
る
︒
鷗
外
も
以
前
は
感
傷
的
分
子
に
富
ん
だ
物
語
を
訳
す
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る
こ
と
を
好
ん
で
い
た
︒
彼
れ
が
若
し
︑
も
っ
と
早
く
︑﹁
ヰ
タ

・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
﹂
を
書
い
て
い
た
な
ら
︑
あ
あ
ま
で
情
熱
を
欠

い
た
科
学
的
態
度
を
持
し
て
の
み
︑
筆
を
執
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
︒

﹁
世
間
の
人
は
今
の
自
分
を
見
て
︑
金
井
は
年
を
取
っ
て
情
熱
が

無
く
な
っ
た
と
云
う
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
年
を
取
っ
た
た
め
で
は

無
い
︒
自
分
は
少
年
の
時
か
ら
︑
余
り
に
自
分
を
知
り
抜
い
て
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
の
で
そ
の
悟
性
が
情
熱
を
萌
芽
の
う
ち
に
枯
ら
し
て
し
ま
っ
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
或
は
結
婚
も
し
な
か
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
か
も

、
、
、
、

知
れ
な
い
︒
ど
う
も
自
分
は
人
並
は
ず
れ
の
冷
淡
の
男
で
あ
る
ら
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し
い
﹂
と
︑
作
者
は
﹁
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
﹂
の
結
末
に
於
て

自
己
を
省
み
て
︑
一
先
ず
こ
う
云
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
忽
ち
又

考
え
直
し
て
﹁
⁝
⁝
自
分
の
悟
性
が
情
熱
を
枯
ら
し
た
よ
う
な
の

は
︑
表
面
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
︒
永
遠
の
氷
に
掩
わ
れ
て
い
る
地

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

極
の
底
に
も
︑
火
山
を
突
き
上
げ
る
猛
火
は
燃
え
て
い
る
︒
⁝
⁝

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

自
分
は
無
能
力
で
は
無
い
︒
イ
ン
ポ
テ
ン
ト
で
は
無
い
︒
世
間
の

人
は
性
慾
の
虎
を
放
し
飼
い
に
し
て
︑
ど
う
か
す
る
と
︑
其
背
に

乗
っ
て
︑
滅
亡
の
谷
に
墜
ち
る
︒
自
分
は
性
慾
の
虎
を
馴
ら
し
て

抑
え
て
い
る
︒
羅
漢
に
跋
陀
羅
と
云
う
の
が
あ
る
︒
馴
れ
た
虎
を

傍
に
寝
か
し
て
置
い
て
い
る
︒
童
子
が
そ
の
虎
を
怖
れ
て
い
る
︒
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あ
の
虎
は
性
慾
の
象
徴
か
も
知
れ
な
い
︒
唯
馴
ら
し
て
あ
る
だ
け

で
︑
虎
の
怖
る
べ
き
威
は
衰
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
云
っ
て

い
る
︒

性
慾
に
つ
い
て
は
兎
に
角
︑
芸
術
に
於
て
は
︑
鷗
外
の
意
気
は

晩
年
ま
で
衰
え
な
か
っ
た
︒
そ
の
悟
性
も
学
殖
も
︑
彼
れ
の
芸
術

を
培
養
こ
そ
す
れ
︑
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

彼
れ
は
︑
無
論
天
才
型
の
作
家
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
詩

作
は
片
手
間
の
仕
事
で
﹁
遊
び
﹂
気
分
で
筆
を
執
っ
た
こ
と
も
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
非
凡
な
作
品
︑
深
刻
な
芸
術
は
彼
れ
の
全

集
の
う
ち
か
ら
捜
し
出
せ
な
い
か
も
知
れ
な
い
︒
⁝
⁝
し
か
し
︑
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近
年
の
私
は
︑
明
治
以
来
の
種
々
雑
多
の
作
品
の
う
ち
で
は
︑
鷗

外
の
作
品
を
最
も
愛
読
し
て
い
る
︒
そ
の
文
章
の
的
確
明
快
な
の

を
好
ん
で
い
る
︒
蕪
雑
の
痕
の
な
い
の
を
︑
読
み
な
が
ら
快
く
感

じ
て
い
る
︒
作
品
を
通
し
て
窺
わ
れ
る
作
家
の
心
境
に
何
と
な
く

親
し
み
を
覚
え
て
い
る
︒
何
よ
り
も
鈍
昧
な
と
こ
ろ
の
な
い
の
が

気
持
が
い
い
︒三

端
的
に
鷗
外
の
晩
年
の
心
境
の
露
出
さ
れ
て
い
る
小
品﹁
妄
想
﹂
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に
つ
い
て
は
︑
私
は
か
つ
て
感
想
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
︒﹁
高

瀬
舟
﹂
は
︑
他
に
託
し
て
作
者
の
心
境
を
述
べ
た
も
の
で
︑
渾
然

た
る
佳
篇
で
あ
る
︒
作
意
の
晦
渋
を
厭
う
て
い
た
こ
の
作
者
は
︑

自
作
自
註
の
態
度
を
取
っ
て
︑
い
ろ
い
ろ
な
小
説
に
︑
屢
々
説
明

語
を
添
え
て
︑
読
者
の
理
解
を
助
け
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
が
︑

そ
れ
が
却
っ
て
︑
鑑
賞
を
不
純
に
し
て
︑
作
品
の
幅
を
狭
く
す
る

こ
と
も
あ
る
︒﹁
高
瀬
舟
﹂
に
も
︑
こ
の
作
の
狙
い
ど
こ
ろ
の
説

明
が
添
加
さ
れ
て
い
る
︒﹁
財
産
と
い
う
も
の
の
観
念
﹂
と
﹁
死

に
掛
っ
て
い
て
死
な
れ
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
人
を
︑
死
な
せ
て
遣

る
こ
と
﹂
と
の
︑
二
つ
の
大
き
な
問
題
が
︑
こ
の
物
語
の
中
に
含
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ま
れ
て
い
る
こ
と
を
自
か
ら
指
摘
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
所

謂
二
大
問
題
な
る
も
の
が
︑
作
者
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
︒
そ
し
て
︑
私
な
ど
は
︑
問
題
を
別
に
し
て
︑
こ
の
小

説
に
興
味
を
覚
え
る
の
で
あ
る
︒
場
面
と
人
物
と
心
理
と
が
︑
寸

分
の
隙
の
な
い
よ
う
に
描
出
さ
れ
て
い
る
︒
澄
み
切
っ
た
晩
秋
の

月
夜
を
見
る
よ
う
な
気
が
す
る
︒

私
は
︑
鷗
外
晩
年
の
作
品
で
は
﹁
高
瀬
舟
﹂
と
﹁
妄
想
﹂
と
を

最
も
好
ん
で
︑
こ
れ
ま
で
に
幾
度
も
読
み
返
し
て
い
た
︒﹁
妄
想
﹂

は
︑
最
も
聡
明
で
あ
っ
た
一
人
の
日
本
人
の
人
生
観
と
し
て
敬
聴

し
て
︑
自
省
の
資
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
と
と
も
に
鷗
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外
の
作
品
解
釈
の
鍵
と
も
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

私
は
こ
の
二
篇
と
﹁
じ
い
さ
ん
︑
ば
あ
さ
ん
﹂
と
を
好
ん
で
い

た
︒﹁
金
毘
羅
﹂
と
﹁
蛇
﹂
と
﹁
雁
﹂
と
は
︑
今
度
﹁
現
代
日
本

文
学
全
集
﹂
本
に
よ
っ
て
︑
は
じ
め
て
読
ん
だ
の
だ
が
︑
こ
う
い

う
小
説
に
徴
し
て
も
︑
作
者
の
聡
明
な
頭
脳
と
明
確
な
描
写
力
が

認
め
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
鷗
外
は
︑
ポ
オ
の
怪
奇
小
説
の
一
つ

で
あ
る
﹁
モ
ル
グ
街
の
殺
人
﹂
を
︑﹁
病
院
横
丁
の
殺
人
犯
﹂
と

改
題
し
て
︑
巧
み
に
翻
訳
し
て
い
る
︒
そ
の
訳
文
に
は
﹁
ポ
オ
の

推
理
的
叙
説
は
︑
今
の
日
本
文
壇
の
好
み
に
適
し
な
い
か
ら
抄
略

す
る
﹂
と
い
う
意
味
の
添
書
き
が
し
て
あ
っ
た
と
︑
私
は
記
憶
し
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て
い
る
︒
ポ
オ
の
推
理
は
微
細
を
極
め
て
い
て
﹁
黄
金
蟲
﹂
の
如

き
は
︑
そ
の
点
で
古
今
に
類
を
絶
し
た
驚
歎
す
べ
き
作
物
で
あ
る

が
︑
そ
れ
ほ
ど
傑
れ
た
頭
脳
を
有
っ
て
い
た
ポ
オ
も
︑
一
面
︑
神

秘
不
可
思
議
な
人
生
と
宇
宙
と
に
戦
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
し

か
し
︑
鷗
外
は
︑
推
理
に
傑
れ
た
頭
脳
は
有
っ
て
い
て
も
︑
神
秘

な
世
界
に
分
入
っ
て
彷
徨
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
彼
れ
は
﹁
有

り
の
ま
ま
﹂
の
世
界
を
見
極
め
る
だ
け
に
満
足
し
て
︑
人
智
で
分

り
も
し
な
い
世
界
に
歩
を
進
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
︒﹁
人
生

宇
宙
の
不
思
議
に
驚
き
た
い
﹂
の
が
國
木
田
獨
歩
の
願
い
で
あ
っ

た
が
︑
聡
明
な
る
鷗
外
は
︑
そ
う
い
う
願
う
て
甲
斐
な
き
願
い
に
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心
を
悩
ま
さ
な
か
っ
た
︒
十
九
世
紀
の
終
り
に
独
逸
に
留
学
し
て

い
た
彼
れ
は
︑
欧
洲
の
世
紀
末
の
思
潮
と
文
芸
に
接
触
し
た
最
初

の
日
本
文
学
者
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
が
︑
そ
の
思
潮
に
感
染
し
な

か
っ
た
︒
ハ
ル
ト
マ
ン
の
厭
世
哲
学
を
理
解
し
て
も
︑
そ
う
い
う

哲
学
に
心
酔
し
惑
溺
し
な
か
っ
た
︒

日
本
流
の
自
然
派
文
学
の
﹁
有
り
の
ま
ま
﹂
主
義
を
標
準
と
し

て
批
判
す
れ
ば
︑
鷗
外
晩
年
の
作
品
の
多
く
は
そ
の
標
準
に
か
な

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

﹁
金
毘
羅
﹂
と
﹁
心
中
﹂
と
﹁
蛇
﹂
は
︑
題
材
に
神
秘
ら
し
い
影

が
附
き
纏
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
作
者
は
︑
そ
れ
を
明
る
み
に
持
出
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し
て
︑
暗
い
影
を
残
さ
な
か
っ
た
︒
愛
慾
の
人
情
を
描
い
た
﹁
雁
﹂

を
読
ん
で
︑
こ
と
に
そ
う
思
う
︒
こ
の
可
成
り
長
い
小
説
は
︑
男

女
の
色
情
に
つ
い
て
も
︑
鷗
外
の
目
の
よ
く
働
い
て
︑
理
解
の
行

届
い
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
人
情
愛
慾
の
不

思
議
さ
に
つ
い
て
も
︑
作
者
は
そ
こ
に
曖
昧
模
糊
の
痕
を
残
し
て

い
な
い
︒
主
人
公
末
造
に
し
て
も
︑
そ
の
女
房
に
し
て
も
︑
若
い

妾
と
そ
の
父
親
に
し
て
も
︑
彼
等
の
悲
喜
哀
歓
の
も
つ
れ
が
︑
明

か
に
秩
序
整
然
と
説
か
れ
て
い
る
︒
底
の
知
れ
な
い
悩
み
が
作
品

の
う
ち
に
出
没
し
て
い
る
の
で
は
な
い
⁝
⁝
ト
ル
ス
ト
イ
や
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
文
学
と
︑
わ
が
森
鷗
外
の
文
学
と
の
相
違
し
て
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い
る
所
以
で
あ
る
︒

﹁
小
説
は
説
明
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
そ
う
だ
が
︑
自
惚
は
誰

れ
に
で
も
あ
る
も
の
で
︑
此
の
話
で
も
万
一
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
ど
の

国
か
の
語
に
翻
訳
せ
ら
れ
て
︑
世
界
の
文
学
の
仲
間
入
を
す
る
よ

う
な
事
が
あ
っ
た
時
︑
余
所
の
読
者
に
分
ら
な
い
だ
ろ
う
か
と
︑

作
者
は
途
方
も
な
い
考
え
を
出
し
て
︑
行
き
な
り
説
明
を
以
て
此

小
説
を
書
き
は
じ
め
る
﹂︵﹁
百
物
語
﹂︶
と
︑
当
時
の
雑
評
家
を

揶
揄
し
て
い
る
よ
う
に
︑
わ
ざ
と
堅
く
る
し
い
説
明
語
を
用
い
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
︑﹁
雁
﹂
の
よ
う
な
人
情
小
説
に
於
て
さ

え
︑
時
々
学
者
く
さ
い
筆
法
が
散
見
し
て
︑
読
者
の
素
直
な
鑑
賞
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を
妨
げ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
︑
描
写
の
才
能
が
な
い
た
め
に
︑
説

明
語
を
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
こ
の
小
説
の
舞
台
に
な
っ
て

い
る
本
郷
か
ら
下
谷
へ
か
け
て
の
風
物
︑
明
治
初
期
の
時
代
の
空

気
は
︑
読
者
の
目
に
映
る
よ
う
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
︒
松
源
で

の
妾
の
目
見
え
の
場
面
で
も
︑
決
し
て
説
明
で
逃
げ
よ
う
と
は
し

な
い
で
︑
描
写
で
委
曲
を
尽
し
て
い
る
︒
描
写
の
巧
み
な
作
家
は
︑

日
本
に
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
︑
小
説
家
ら
し
い
小
説
家
の
作

品
よ
り
も
︑
有
島
武
郎
の
﹁
或
る
女
﹂
や
鷗
外
の
﹁
雁
﹂
な
ど
に
︑

却
っ
て
し
っ
か
り
し
た
描
写
の
見
ら
れ
る
の
を
私
は
不
思
議
に
思

っ
て
い
る
︒
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夏
目
漱
石
は
芸
術
家
と
し
て
︑
鷗
外
よ
り
も
豊
か
な
天
分
を
有

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
が
︑
私
に
は
漱
石
の
作
品
は
い
つ
も
く
ど

い
感
じ
が
す
る
︒

四

私
は
﹁
書
生
気
質
﹂
以
来
の
︑
明
治
の
重
な
小
説
は
︑
一
通
り

見
て
い
る
訳
で
あ
る
が
︑
自
己
の
天
分
を
完
成
し
た
作
家
と
し
て

は
︑
鷗
外
が
第
一
で
あ
っ
た
と
思
う
︒
明
治
の
重
な
作
家
は
︑
早

世
し
た
た
め
で
も
あ
っ
た
が
︑
充
分
に
自
己
を
発
揮
し
得
な
か
っ
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た
︒
独
り
鷗
外
は
﹁
舞
姫
﹂
か
ら
﹁
北
條
霞
亭
﹂
ま
で
︑
青
年
期

か
ら
晩
年
ま
で
︑
芸
術
を
楽
し
ん
で
︑
天
分
と
修
養
と
を
兼
ね
具

え
た
自
己
相
当
の
文
学
に
安
ん
じ
て
︑
終
り
を
全
う
し
た
幸
福
な

文
学
者
で
あ
る
︒
終
り
ま
で
老
衰
の
痕
を
残
さ
な
か
っ
た
︒

罪
人
を
護
送
し
な
が
ら
そ
の
話
に
聞
惚
れ
て
い
る
同
心
庄
兵
衛

の
軽
い
懐
疑
の
気
持
は
︑
つ
ね
に
鷗
外
の
心
に
も
存
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
が
︑
懐
疑
の
た
め
に
七
顚
八
倒
す
る
こ
と
の
愚
か
さ
を

知
っ
て
い
た
彼
れ
は
︑
一
生
心
の
平
静
を
失
わ
な
か
っ
た
︒﹁
日、

の
要
求
に
安
ん
ぜ
な
い
権
利
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
︑
恐
ら
く
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

只
天
才
ば
か
り
で
あ
ろ
う
︒
自
然
科
学
で
大
発
明
を
す
る
と
か
︑

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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哲
学
や
芸
術
で
大
き
い
思
想
︑
大
き
い
作
品
を
生
み
出
す
と
か
い

う
境
地
に
立
っ
た
ら
︑
自
分
も
現
在
に
満
足
し
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
︒
自
分
に
は
そ
れ
が
出
来
な
か
っ
た
︒﹂︵﹁
妄
想
﹂︶
と
云

っ
て
い
る
通
り
︑
古
今
東
西
の
偉
大
な
る
作
品
に
熟
通
し
て
い
た

彼
れ
は
︑
日
本
現
代
の
文
学
者
に
有
勝
ち
な
誇
大
妄
想
的
己
惚
れ

も
起
さ
ず
︑
ま
た
︑
聡
明
で
あ
っ
た
彼
れ
は
﹁
辻
に
立
っ
て
い
て
︑

度
々
帽
子
を
脱
い
だ
︒
昔
の
人
に
も
今
の
人
に
も
敬
意
を
表
す
べ

き
人
が
大
勢
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
帽
子
を
脱
い
だ
が
︑
辻
を
離
れ

て
ど
の
人
か
の
跡
に
附
い
て
行
こ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
﹂︵﹁
妄

想
﹂︶
の
で
︑
一
人
の
人
間
や
一
つ
の
主
義
に
雷
同
し
て
狂
奔
す
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る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
﹁
死
の
恐
怖
が
無
い
と
同
時
に
死

の
憧
憬
も
無
い
︒
死
を
怖
れ
も
せ
ず
︑
死
に
あ
こ
が
れ
も
せ
ず
︑

人
生
の
下
り
坂
を
下
っ
て
行
っ
た
﹂
と
い
う
︒
晩
年
に
到
着
し
た

彼
れ
の
平
静
な
心
境
を
︑
私
は
羨
ま
し
く
思
っ
て
い
る
︒

私
は
︑
直
接
に
鷗
外
に
会
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
会
い

た
い
と
思
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
︒
た
だ
︑
私
が
森
川
町
に
下
宿

し
て
新
聞
社
へ
通
っ
て
い
た
時
分
に
︑
電
車
の
中
で
︑
カ
ー
キ
色

の
軍
服
を
着
け
た
︑
額
の
少
し
禿
げ
か
か
っ
た
男
が
︑
私
の
前
に

腰
掛
け
て
︑
小
形
の
洋
書
を
開
け
て
読
ん
で
い
る
の
を
見
て
﹁
こ

の
人
が
鷗
外
な
ん
だ
な
︒
よ
く
見
る
と
︑
何
処
か
︑
三
木
竹
二
さ
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ん
に
似
て
い
る
か
ら
︑
そ
う
に
違
い
な
い
﹂
と
思
っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
︒
そ
れ
か
ら
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
社
﹂
に
招
待
さ
れ
て
︑
能
楽
を

観
に
行
っ
た
時
に
︑席
を
隔
て
て
そ
の
姿
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒

演
劇
を
鑑
賞
す
る
に
は
︑
舞
台
外
の
俳
優
に
接
す
る
必
要
が
な

い
と
同
様
に
︑
文
学
を
鑑
賞
す
る
に
は
︑
作
家
に
会
う
必
要
は
な

い
の
で
あ
る
︒
私
は
目
の
あ
た
り
鷗
外
に
接
し
て
教
え
を
受
け
な

か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と
は
し
て
い
な
い
︒

前
半
生
に
は
︑
批
評
の
筆
を
執
っ
て
盛
ん
に
論
戦
し
て
い
た
彼

れ
も
︑
後
半
生
に
於
て
は
︑
彼
れ
自
身
半
ば
侮
蔑
し
て
い
た
ら
し

い
自
然
派
の
作
品
や
評
論
に
対
し
て
︑
表
立
っ
た
論
争
は
し
な
か
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っ
た
︒
し
か
し
︑
自
作
に
対
す
る
後
進
の
種
々
雑
多
な
悪
評
を
冷

眼
視
は
し
な
か
っ
た
︒
他
の
大
家
の
よ
う
に
黙
っ
て
す
ま
し
て
は

い
な
か
っ
た
︒
短
篇
集
﹁
分
身
﹂
に
収
め
ら
れ
て
い
る
﹁
不
思
議

な
鏡
﹂
や
﹁
田
楽
豆
腐
﹂︑
文
学
全
集
の
﹁
遊
び
﹂
な
ど
は
︑
小

説
と
い
う
よ
り
も
︑
当
時
の
文
壇
の
批
評
で
あ
り
︑
自
作
に
対
す

る
弁
護
文
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
を
読
む
と
︑
雑
多
紛
々
の
世
評
な

ど
は
︑
実
質
的
に
何
の
力
も
な
い
も
の
で
︑
傑
れ
た
る
作
品
は
︑

自
分
の
持
っ
て
い
る
力
に
よ
っ
て
︑
存
在
を
続
け
て
行
く
こ
と
が

分
る
の
で
あ
る
︒

﹁
創
作
の
な
か
に
自
己
告
白
を
し
な
い
﹂﹁
告
白
し
な
い
自
己
を
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有
し
て
い
な
い
か
ら
遊
び
の
文
芸
だ
﹂﹁
情
熱
の
な
い
作
だ
﹂
と

い
う
の
が
︑
彼
れ
の
作
品
に
対
す
る
重
な
非
難
で
あ
っ
て
︑
私
な

ど
も
以
前
そ
う
思
っ
て
い
た
が
︑
し
か
し
数
十
年
間
の
鷗
外
の
作

品
を
通
覧
す
る
と
︑
そ
の
一
生
の
自
己
が
︑
自
己
告
白
を
目
標
と

し
た
作
家
の
作
品
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
に
現
わ
れ
て
い
る
の
を
︑
私

は
こ
の
頃
感
じ
て
い
る
︒

五

文
学
と
は
何
ぞ
？
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私
は
年
少
の
頃
︑
内
田
魯
庵
の
﹁
文
学
一
斑
﹂
を
読
ん
で
︑
文

学
と
い
う
も
の
の
理
論
的
概
念
を
注
入
さ
れ
て
以
来
︑今
日
ま
で
︑

文
学
の
分
類
や
価
値
批
判
や
︑
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
に
つ
い

て
︑
絶
え
ず
聞
か
さ
れ
て
来
た
︒﹁
文
学
と
は
か
く
の
如
き
も
の

な
り
﹂﹁
か
く
あ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
の
理
窟
を
︑
三
十
年
来

聞
か
さ
れ
続
け
て
来
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
頃
で
も
︑
月
々
日
々

文
学
論
の
絶
え
る
時
は
な
い
の
で
︑
我
々
文
筆
を
職
業
と
し
て
い

る
も
の
は
︑
そ
う
い
う
議
論
に
全
然
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
訳

で
あ
る
が
︑﹁
人
生
と
は
何
ぞ
や
﹂
の
問
題
が
永
久
に
分
り
切
ら

な
い
如
く
︑﹁
文
学
と
は
何
ぞ
や
﹂
の
問
題
も
永
久
に
解
決
さ
れ
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な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

畢
竟
わ
が
好
む
と
こ
ろ
に
従
う
外
は
な
い
の
で
あ
る
︒

理
論
は
兎
に
角
︑
明
治
以
来
の
代
表
的
作
家
の
重
な
作
品
を
殆

ん
ど
読
み
尽
し
て
い
る
私
は
︑
ど
う
い
う
作
家
の
も
の
に
心
酔

し
︑﹁
こ
れ
こ
そ
文
学
だ
﹂
と
い
う
感
じ
に
打
た
れ
て
来
た
の
で

あ
ろ
う
か
と
回
顧
す
る
と
︑
可
成
り
多
く
を
数
え
上
げ
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
そ
う
い
う
も
の
も
︑
今
日
手
に

取
っ
て
見
る
と
︑
大
抵
色
の
褪
せ
た
も
の
と
し
て
︑
私
の
目
に
映

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
色
彩
の
絢
爛
な
も
の
も
︑
簡
潔
直
截
な

も
の
も
︑
明
る
い
も
の
も
︑
暗
い
も
の
も
︑
そ
こ
に
︑
作
者
自
身
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の
一
所
懸
命
に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
認
め
ら
れ
て
も
︑
私
自
身
読
み

な
が
ら
感
激
さ
さ
れ
る
こ
と
は
稀
れ
に
な
っ
た
︒そ
こ
へ
行
く
と
︑

森
鷗
外
の
作
品
は
見
ざ
め
が
し
な
い
︑
天
才
ら
し
い
強
烈
な
芸
術

の
匂
い
が
な
い
か
わ
り
に
︑
鈍
昧
な
痕
を
留
め
て
い
な
い
の
が
い

い
︒
明
治
以
来
の
日
本
に
は
︑
大
な
る
天
才
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
︒

わ
れ
わ
れ
を
渦
の
中
に
巻
込
む
よ
う
な
作
家
は
な
か
っ
た
︒
せ
め

て
︑
聡
明
な
る
人
鷗
外
の
語
る
と
こ
ろ
を
︑
私
は
耳
を
澄
ま
し
て

聴
く
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
︒
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