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三
四
郎
﹂
を
読
む
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一

文
芸
の
作
品
を
批
評
す
る
に
当
っ
て
︑
其
作
品
か
ら
受
け
た
第

一
印
象
程
重
ん
ず
べ
き
も
の
な
き
事
は
︑
今
更
精
わ
し
く
述
べ
る

必
要
は
あ
る
ま
い
︒
与
え
ら
れ
た
作
品
を
︑
初
め
て
翫
賞
す
る

が
ん
し
よ
う

際
は
︑
其
作
品
が
如
何
な
る
材
料
を
︑
如
何
に
取
扱
っ
て
い
る
か

に
関
し
て
︑
寸
毫
も
予
知
す
る
事
が
出
来
ん
の
で
あ
る
か
ら
︑
佳

す
ん
ご
う

よ

い
と
か
︑
駄
目
だ
と
か
︑
好
き
だ
の
︑
嫌
い
だ
の
︑
前
以
て
そ
ん



6

な
こ
と
は
す
こ
し
も
考
え
て
は
居
ら
ん
︒
尤
も
人
あ
っ
て
︑
成

も
つ
と

心
を
把
持
し
て
特
定
の
作
品
に
対
す
る
場
合
は
︑
例
外
に
な
る
の

は

じ

で
あ
る
が
︑
要
す
る
に
第
一
印
象
は
︑
不
用
意
の
間
に
咄
嗟
に
来

と
つ
さ

る
︑
換
言
す
れ
ば
︑
雑
念
を
容
れ
ざ
る
頭
脳
に
映
じ
た
印
象
で
あ

る
か
ら
︑
最
も
明
瞭
に
且
つ
︑
最
も
溌
剌
た
る
性
質
を
有
し
て
い

か

は
つ
ら
つ

る
︒
明
瞭
に
且
つ
溌
剌
た
る
が
故
に
︑
解
剖
し
て
行
っ
て
説
明
を

与
え
る
に
都
合
よ
き
印
象
で
あ
る
︒

然
る
に
︑
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
に
は
︑
此
第
一
印
象
と
名

し
か

づ
け
ら
る
べ
き
程
の
︑
溌
剌
た
る
印
象
を
欠
き
易
す
い
と
思
う
︒

や

新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
の
分
量
は
︑
日
に
一
欄
半
か
一
欄
位
の
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も
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
︑
完
結
に
至
る
迄
に
は
︑
三
ケ
月
か
四

ケ
月
も
か
か
る
︒
小
説
全
体
か
ら
受
け
る
纏
っ
た
感
じ
は
︑
三
︑

四
ケ
月
の
後
で
な
け
れ
ば
分
ら
な
い
︒
丁
度
綺
麗
な
女
の
顔
を
︑

今
日
︑
眉
毛
を
一
つ
︑
明
日
︑
眼
を
一
つ
見
せ
ら
れ
る
よ
う
な
気

が
す
る
︒
断
片
的
な
印
象
は
慥
か
に
残
っ
て
い
る
︒
し
か
し
断
片

た
し

的
な
印
象
を
加
え
合
わ
し
た
も
の
が
小
説
的
だ
と
云
え
な
い
︒
其

の
部
分
が
部
分
を
生
み
︑
部
分
を
受
け
て
︑
有
機
的
に
連
ら
な
り

纏
っ
た
全
体
の
感
じ
が
主
で
あ
る
の
に
︑
新
聞
で
︑
長
い
時
日
を
︑

日
に
す
こ
し
宛
読
ん
で
行
く
の
で
は
︑印
象
の
色
が
極
め
て
薄
い
︒

ず
つ

一
冊
に
纏
っ
た
本
を
︑
あ
る
纏
っ
た
時
間
の
連
続
で
︑
極
め
て
︑
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読
ん
で
得
た
印
象
に
比
し
て
︑
遥
か
に
薄
い
︒

自
分
は
﹁
三
四
郎
﹂
を
朝
日
新
聞
で
︑
毎
朝
読
ん
だ
︒
そ
う
し

て
い
つ
も
︑
頭
が
﹁
三
四
郎
﹂
と
同
じ
調
子
に
な
り
か
け
る
頃
に

な
る
と
︑
丁
度
区
切
り
が
つ
い
て
︑
又
明
日
ま
で
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
ん
の
を
︑
い
つ
も
遺
憾
に
思
っ
て
い
た
︒
だ
か
ら
此
小
説
が

済
ん
だ
と
き
は
︑
全
体
纏
っ
て
の
印
象
を
︑
得
る
に
は
得
た
が
︑

其
色
彩
は
淡
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
今
度
﹁
三
四
郎
﹂
を
批
評
す
る

為
に
︑
本
に
な
っ
た
上
で
読
み
返
え
し
た
︒
そ
う
し
て
一
気
に
︑

全
体
か
ら
纏
っ
た
感
じ
を
得
た
︒
其
れ
を
土
台
に
し
て
︑
考
え
出

し
た
ら
︑
途
中
で
考
え
が
ぐ
ら
つ
い
て
︑
仕
方
が
な
い
か
ら
︑
再
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び
改
め
て
読
ん
だ
︒
跡
で
読
ん
だ
二
度
共
︑
前
に
新
聞
で
受
け
た

印
象
が
淡
き
色
彩
な
が
ら
も
︑
一
種
の
暗
示
の
勢
力
を
有
し
て
︑

先
き
へ
立
っ
て
進
ん
で
行
く
か
ら
︑
此
作
に
於
け
る
創
作
の
知
的

活
動
の
方
面
即
ち
人
物
の
配
置
だ
と
か
︑
全
体
の
結
構
だ
と
か
云

う
方
面
ば
か
り
が
眼
に
付
い
た
︒
そ
れ
だ
か
ら
此
一
篇
は
︑
此
知

的
方
面
の
批
評
に
傾
む
き
勝
ち
に
な
る
も
知
れ
ぬ
と
思
う
︒
し
か

も
最
初
に
新
聞
で
読
ん
だ
と
き
に
得
た
印
象
も
︑淡
く
は
あ
る
が
︑

出
来
る
丈
け
は
解
剖
し
て
行
く
積
り
で
あ
る
︒
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二

﹁
三
四
郎
﹂
を
論
ず
る
際
に
︑
先
ず
第
一
に
極
め
て
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
ん
の
は
︑
此
一
篇
の
小
説
で
︑
何
を
︑
如
何
に
描
い
て
あ

る
か
の
点
で
あ
る
︒

﹁
三
四
郎
﹂
は
︑
小
川
三
四
郎
な
る
大
学
生
を
主
人
公
に
し
て
︑

其
の
主
人
公
の
性
格
が
︑
あ
る
期
間
に
於
て
︑
周
囲
の
空
気
に
か

ぶ
れ
て
︑
段
々
と
変
わ
っ
て
来
る
︒
其
性
格
の
発
展
を
の
み
目
的

と
し
て
書
い
た
の
で
は
な
い
︒
主
人
公
の
性
格
を
叙
す
る
と
︑
同

じ
程
度
に
於
て
︑
三
四
郎
が
︑
か
ぶ
れ
た
周
囲
の
空
気

︱
即
ち
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三
四
郎
が
影
響
を
受
け
る
︑
色
々
な
友
人
知
己
の
性
格
を
も
精
細

に
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
作
者
は
︑
三
四

郎
を
中
心
に
置
い
て
︑
三
四
郎
が
浮
遊
し
て
い
る
周
囲
の
空
気
全

体
に
興
味
を
持
っ
て
此
一
篇
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
か

ら
大
き
な
意
味
に
於
て
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
ス
ケ
ッ
チ
の
小
説
で

あ
る
︒

自
分
は
西
洋
の
小
説
を
あ
ん
ま
り
読
ん
で
居
ら
ん
か
ら
︑
断
言

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
︑
自
分
の
読
ん
だ
範
囲
に
於
て
は
︑
小

説
許
り
で
は
な
い
戯
曲
で
も
︑
一
人
の
主
人
公
︑
或
は
二
人
三
人

の
重
な
る
性
格
を
旨
く
写
し
出
し
て
い
る
以
外
に
︑
全
体
に
出
て
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来
る
人
間
の
性
格
を
︑
各
活
き
て
い
る
よ
う
に
︑
各
主
人
公
た
り

得
る
資
格
を
も
っ
て
︑明
瞭
描
写
さ
れ
た
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
︒

読
ん
で
仕
舞
っ
て
後
と
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
︑
明
ら
か
な
輪
廓

を
以
て
︑
頭
の
中
に
印
象
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
は
︑
単
に
一
人

か
二
人
に
過
ぎ
な
い
︒
小
説
又
は
戯
曲
の
各
の
全
体
は
︑
其
の
中

に
出
て
来
る
重
な
る
人
物
の
一
︑
二
を
活
か
す
為
め
に
︑
凡
て
を

犠
牲
に
供
し
て
い
る
か
の
観
が
あ
る
︒
ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
﹁
死
の
勝

利
﹂
を
例
に
と
る
と
︑
ジ
ョ
ル
ジ
オ
と
云
う
妙
な
気
狂
じ
み
た
男

の
気
持
ち
や
︑
性
格
を
充
分
に
明
ら
か
に
す
る
為
め
に
︑
イ
ポ
リ

ッ
タ
だ
の
︑
ジ
ョ
ル
ジ
オ
の
親
爺
や
ら
︑
死
ん
だ
伯
父
さ
ん
や
ら
︑
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母
や
ら
︑
弟
や
ら
︑
其
他
色
々
︑
つ
ま
り
︑
あ
の
小
説
の
中
に
出

て
来
る
全
体
の
景
色
や
人
物
が
︑
ジ
ョ
ル
ジ
オ
一
人
を
活
か
さ
ん

が
為
め
に
︑︵
活
き
て
い
る
か
︑
い
な
い
か
は
︑
此
処
で
は
別
問

題
で
あ
る
︶
そ
れ
ぞ
れ
に
働
い
て
い
る
︒
ズ
ー
デ
ル
マ
ン
の
﹁
カ

ッ
ツ
ェ
ン
・
シ
ュ
テ
ッ
ヒ
﹂
で
も
其
通
り
で
あ
る
︒
レ
ギ
ー
ネ
と

云
う
妙
な
女
を
︑
或
は
︑
レ
ギ
ー
ネ
と
ボ
レ
ス
ラ
フ
と
の
二
人
を
︑

明
ら
か
に
活
躍
さ
せ
る
為
め
に
︑
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
物
を
道
具
に

使
っ
て
い
る
︒
イ
ブ
セ
ン
で
も
︑
ツ
ル
ゲ
ー
ニ
ェ
フ
で
も
︑
大
抵

は
主
人
公
を
写
す
為
に
︑
他
の
人
物
を
踏
台
に
使
っ
て
い
る
の
で

あ
る
︒
尤
も
み
ん
な
是
れ
等
の
作
者
は
︑
其
計
画
に
於
て
︑
初
め
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か
ら
︑
主
人
公
を
写
つ
す
積
だ
っ
た
か
ら
︑
其
作
品
に
他
の
副
人

物
が
︑
主
人
公
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
毫
も
貶
す
る
に
足

り
な
い
︒
同
時
に
﹁
三
四
郎
﹂
と
比
較
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と

云
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
然
か
し
︑
篇
中
に
出
て
来
る
多

勢
い
の
人
間
を
︑
同
じ
程
度
の
明
瞭
さ
で
寫
つ
す
の
と
︑
あ
る
特

定
の
一
︑
二
の
人
間
を
明
瞭
に
描
く
が
為
め
に
︑
他
を
犠
牲
に
す

る
の
と
は
ど
っ
ち
が
む
ず
か
し
い
か
と
言
え
ば
︑
描
か
る
べ
き
性

格
の
種
類
に
も
よ
る
事
だ
ろ
う
が
︑
大
抵
似
寄
っ
た
も
の
を
書
く

と
す
れ
ば
︑
別
に
考
え
ん
で
も
分
り
切
っ
て
い
る
︒
今
迄
の
作
品

の
や
り
方
は
丁
度
︑
自
分
丈
け
立
派
な
装
を
し
て
︑
穢
い
下
女
か

き
た
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な
ん
か
を
連
れ
て
あ
る
く
奥
様
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
う
︒
そ
れ

が
悪
い
と
云
う
の
で
は
な
い
︒そ
れ
が
一
種
の
方
法
を
と
ら
ず
に
︑

今
迄
人
が
嘗
て
成
功
し
な
か
っ
た
多
勢
の
性
格
を
等
分
に
描
が
き

上
げ
て
あ
る
と
云
う
点
を
︑
大
な
る
特
色
だ
と
云
う
の
で
あ
る
︒

ド
イ
ツ
に
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
・
ロ
マ
ー
ン
と
名
づ
け
ら
れ
て
い

る
小
説
の
一
種
が
あ
る
︒
ゲ
ー
テ
の
﹁
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス

テ
ル
﹂
だ
と
か
︑
ノ
ヴ
ァ
リ
ス
の
﹁
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・

オ
フ
テ
ル
デ
ィ
ン
ゲ
ン
﹂
だ
と
か
︑
ケ
ラ
ー
の
﹁
デ
ル
・
グ
リ
ュ

ー
ネ
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
﹂
だ
と
か
此
種
の
小
説
に
属
し
て
い
る
︒

是
れ
等
の
小
説
は
︑
大
変
な
長
い
月
日
の
間
に
行
わ
れ
る
主
人
公
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の
性
格
の
開
発
を
目
的
と
し
て
書
い
て
い
る
︒
長
い
間
に
色
ろ
ん

な
人
に
交
っ
て
︑
色
ろ
ん
な
影
響
を
受
け
て
︑
人
間
が
出
来
上
が

っ
て
行
く
処
を
書
い
て
い
る
︒
だ
か
ら
影
響
を
受
け
る
当
人
の
性

格
の
発
展
が
主
眼
な
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
だ
け
一
方
で
は
︑
影
響

を
与
え
る
他
の
人
々
の
性
情
が
明
瞭
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
訳
だ
か

ら
︑
出
て
来
る
人
物

︱
主
人
公
と
接
触
す
る
人
物
は
︑
そ
れ
だ

け
重
く
見
て
︑
明
瞭
に
写
つ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
︒
長
い
時
間
の

間
に
︑
色
々
な
人
物
が
相
応
の
価
値
を
持
っ
て
出
る
ん
だ
か
ら
︑

外
の
小
説
に
比
し
て
︑
先
ず
多
勢
の
人
間
が
︑
多
勢
な
が
ら
に
明

ら
か
に
写
つ
し
出
さ
る
べ
き
筈
で
あ
る
︒
然
か
る
に
大
抵
は
中
の
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人
間
が
活
き
て
い
な
い
︒
揃
ろ
い
も
揃
ろ
っ
て
形
を
供
え
て
い
な

い
︒
あ
の
箇
所
に
行
く
と
︑
叙
情
詩
的
の
感
じ
は
あ
る
︒
感
じ
は

あ
る
が
依
然
と
し
て
形
を
供
え
て
い
な
い
︒
又
時
に
は
形
を
供
え

て
人
間
が
活
躍
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
︑
其
形
は
僅
か
な
る

二
︑
三
人
に
止
ま
っ
て
︑
し
か
も
全
体
の
上
か
ら
見
て
小
説
全
体

が
極
め
て
纏
っ
て
い
な
い
︒
全
体
が
纏
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
︑

何
処
で
切
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
差
し
障
わ
り
は
な
い
︒
む
し
ろ
一
部

分
一
部
分
を
︑
一
箇
の
短
篇
小
説
か
な
ぞ
の
様
に
取
扱
っ
て
見
た

方
が
適
当
で
あ
る
︒

一
方
で
は
︑
フ
ロ
ー
ベ
ル
の
﹁
サ
ラ
ン
ボ
ー
﹂
の
様
な
小
説
が



18

あ
っ
て
︑
人
間
が
続
々
と
出
て
来
る
歴
史
小
説
も
あ
る
︒
し
か
し

こ
ん
な
小
説
は
人
間
を
主
と
し
て
書
い
た
の
で
は
な
く
て
︑
人
間

を
中
心
と
し
て
︑
其
の
背
景
を
形
造
っ
て
い
る
時
代
の
大
パ
ノ
ラ

マ
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
時
代
か
ら
出
て
来
る
空
気
の
色

合
は
感
得
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
︑
人
間
は
ち
っ
と
も
活
躍
し
な

い
︒要

す
る
に
今
迄
の
小
説
は
多
く
は
︑
あ
る
特
定
の
一
︑
二
を
主

人
公
と
し
て
書
い
て
い
る
か
︑或
は
多
勢
の
人
間
を
出
し
い
て
も
︑

其
人
間
が
活
き
て
い
な
い
か
︑
或
は
多
勢
の
人
間
を
活
か
そ
う
と

し
た
が
為
め
に
︑
全
体
の
し
め
く
く
り
が
付
か
な
く
な
っ
て
︑
支
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離
滅
裂
な
作
に
な
っ
て
い
る
か
︑
何
れ
か
に
帰
着
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
︒

﹁
三
四
郎
﹂
の
中
に
は
︑
三
四
郎
を
中
心
と
し
て
外
に
︑
六
人
の

人
間
が
出
て
来
る
︒
此
七
人
が
同
様
な
明
瞭
さ
を
以
て
︑
何
ず
れ

も
主
人
公
た
り
得
べ
き
資
格
を
以
て
︑
活
躍
す
る
よ
う
に
出
来
て

い
る
︒
そ
う
し
て
其
の
七
人
の
活
躍
が
︑
全
局
か
ら
見
て
︑
全
体

の
纏
り
を
つ
け
る
上
に
︑
一
挙
一
動
︑
相
関
連
し
て
︑
ぬ
き
さ
し

が
な
ら
ぬ
よ
う
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
︒
全
体
が
有
機
的
統
一
を

有
し
て
い
る
︒
此
点
に
於
て
︑﹁
三
四
郎
﹂
は
最
も
困
難
な
る
方

法
を
採
っ
て
︑
し
か
も
成
功
し
た
も
の
で
あ
る
︒
此
点
に
於
て
﹁
三
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四
郎
﹂
は
新
た
ら
し
い
︒

此
困
難
な
る
方
法
を
採
っ
て
︑
あ
れ
だ
け
に
書
き
上
げ
る
に
︑

作
者
は
如
何
な
る
手
段
を
講
じ
て
い
る
か
に
就
い
て
︑
研
究
す
る

必
要
が
あ
る
︒三

﹁
三
四
郎
﹂
は
十
三
の
チ
ャ
プ
タ
ー
か
ら
成
立
っ
て
い
る
︒
そ
う

し
て
中
の
人
物
が
︑
同
じ
位
の
度
数
で
︑
屢
々
出
て
来
る
︒
入
れ

交
わ
り
し
て
︑
互
違
い
に
重
な
っ
て
行
っ
て
い
る
︒
人
間
が
活
き



21

て
い
る
活
き
て
い
な
い
か
︑
作
者
の
︑
作
中
の
人
物
に
形
を
与
え

得
な
い
の
才
能
に
よ
っ
て
定
ま
る
問
題
で
あ
る
が
︑
一
方
で
は
︑

あ
る
点
ま
で
読
者
に
フ
ァ
ミ
リ
ア
ー
に
な
る
程
度
に
よ
っ
て
︑
活

き
る
活
き
な
い
の
程
度
が
比
例
す
る
と
も
云
え
る
か
ら
し
て
︑
フ

ァ
ミ
リ
ア
ー
に
な
る
為
め
に
は
︑
そ
れ
だ
け
︑
作
中
に
幾
度
も
出

て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
あ
る
︒﹁
三
四
郎
﹂
の
中
の
人
物

は
︑
悉
く
幾
度
も
幾
度
も
出
て
来
る
の
だ
か
ら
︑
従
っ
て
読
者
に

フ
ァ
ミ
リ
ア
ー
に
な
り
易
す
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
単
に
幾
度
も

読
者
の
眼
の
前
に
現
ら
わ
れ
る
か
ら
と
云
っ
た
処
で
︑
そ
ん
な
器

械
的
の
手
段
が
重
な
っ
た
許
り
で
は
︑
全
体
の
上
で
︑
ち
っ
と
も



22

統
一
が
付
か
な
い
事
に
な
っ
て
仕
舞
う
︒
小
説
全
体
が
有
機
的
全

体
で
あ
る
為
め
に
は
︑
其
各
の
人
物
が
︑
読
者
の
眼
の
前
に
現
ら

わ
れ
て
来
る
為
め
に
は
︑
そ
れ
相
応
な
必
然
性
が
な
け
れ
ば
な
ら

ん
︒
各
の
人
物
が
︑
各
行
動
す
る
為
め
に
は
︑
其
各
の
自
由
意
志

に
由
っ
て
︑
あ
る
理
由
︑
あ
る
根
拠
の
下
に
行
動
し
な
け
れ
ば
︑

連
鎖
を
失
っ
て
支
離
滅
裂
な
形
に
な
っ
て
仕
舞
う
の
で
あ
る
︒﹁
三

四
郎
﹂
の
中
に
出
て
来
る
人
物
は
︑
相
当
な
根
拠
を
持
っ
て
︑
各

の
自
由
意
志
の
下
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
動
い
て
い
る
︒
そ
う
し
て
幾
度

も
舞
台
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
︒
こ
れ
が
︑
七
人
が
七
人
悉
く
主
人

公
た
り
得
べ
き
明
瞭
さ
を
以
て
︑
活
き
て
い
る
と
云
う
結
果
を
持
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ち
来
た
す
の
で
あ
る
︒

け
れ
ど
も
各
の
人
物
が
︑
各
の
自
由
意
志
の
下
に
働
ら
く
と
す

れ
ば
︑
其
の
各
の
人
物
に
共
通
な
興
味
の
中
心
点
が
な
け
れ
ば
︑

あ
る
程
度
を
越
え
る
と
︑
そ
れ
か
ら
先
き
は
バ
ラ
バ
ラ
に
離
れ
て

仕
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
︒
茲
処
に
小
説
中
軸
論
が
起
こ
る
︒

小
説
の
中
軸
と
云
っ
た
の
は
小
説
全
体
を
貫
ら
ぬ
い
て
︑
興
味

を
統
一
す
る
も
の
の
謂
い
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
で
ル
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
と

云
う
作
家
が
︑
脊
髄
骨
と
云
う
字
を
使
っ
て
い
る
︒
幾
本
も
幾
本

も
あ
る
肋
骨
が
︑
脊
椎
一
本
で
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
︑
こ
う
云

う
名
を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
︒
名
前
は
ど
う
で
も
好
い
と
し
て
︑
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全
体
の
興
味
を
一
纏
め
に
す
る
為
め
に
は
︑
中
軸
と
な
る
べ
き
も

の
が
必
要
で
あ
る
︒
中
軸
に
は
人
間
で
も
︑
場
所
で
も
︑
時
で
も

其
他
色
々
な
も
の
が
︑
な
り
得
る
と
思
う
︒
一
人
称
の
小
説
の
如

き
も
の
は
︑﹁
我
﹂
と
云
う
も
の
が
中
軸
に
な
っ
て
い
る
︒
同
時

に
時
と
場
所
が
ま
た
中
軸
に
な
っ
て
い
る
︒
昔
の
騎
士
小
説
︑
冒

険
譚
抔
は
︑
騎
士
や
冒
険
者
が
中
軸
に
な
っ
て
い
る
︒
岩
見
重
太

な
ど

郎
武
勇
伝
に
は
︑
岩
見
重
太
郎
が
中
軸
に
な
っ
て
い
る
︒

し
か
し
考
え
て
見
る
と
︑
此
中
軸
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
︑
単

な
る
器
械
的
な
中
軸
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
︒
昔
の

冒
険
譚
な
ど
は
︑此
器
械
的
な
中
軸
を
使
用
し
て
い
る
の
が
多
い
︒



25

前
に
云
っ
た
﹁
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
テ
ル
﹂
で
も
︑﹁
グ
リ

ュ
ー
ネ
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
﹂
で
も
中
軸
は
亦
︑
悉
く
器
械
的
で
あ

る
︒
団
子
の
串
か
︑
数
珠
の
紐
の
よ
う
な
も
の
で
︑
単
に
全
体
を

貫
ら
ぬ
い
て
い
る
と
云
う
に
止
ま
っ
て
︑
そ
れ
以
上
に
何
等
の
効

能
を
も
務
め
て
居
な
い
︒
唯
読
者
の
観
る
立
場
が
極
ま
っ
た
だ
け

の
話
し
で
︵
こ
れ
丈
で
も
︑
漠
然
た
る
も
の
よ
り
も
︑
多
少
纏
ま

っ
た
形
に
な
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
︶
興
味
は
依
然
と
し
て
バ
ラ
バ

ラ
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
前
に
も
云
っ
た
如
く
︑
中
軸
に

な
っ
て
い
る
も
の
と
︑
中
軸
以
外
の
人
物
や
︑
事
件
な
ど
と
の
間

に
︑
或
は
︑
人
物
の
行
動
や
︑
事
件
の
進
行
や
ら
が
︑
し
っ
く
り
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食
っ
付
き
合
っ
て
︑有
機
的
に
統
一
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

だ
か
ら
︑
一
つ
の
作
品
が
纏
ま
る
為
め
に
は
︑
中
軸
が
必
要
で

あ
っ
て
︑
し
か
も
其
中
軸
が
︑
其
作
品
中
に
現
わ
れ
る
諸
種
の
人

物
︑
事
件
を
有
機
的
に
統
一
す
る
底
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん

の
で
あ
る
︒

か
く
の
如
く
に
し
て
初
め
て
︑
其
作
品
は
纏
ま
る
︒

﹁
三
四
郎
﹂
に
於
て
は
︑
三
四
郎
が
中
軸
に
な
っ
て
い
る
︒
同
時

に
︑
三
四
郎
と
美
禰
子
と
の
関
係
が
中
軸
に
な
っ
て
い
る
︒
三
四

郎
が
中
軸
に
な
っ
て
い
る
か
ら
︑
読
者
は
︑
此
一
篇
に
対
す
る
時

は
三
四
郎
の
眼
か
ら
︑
凡
て
の
人
間
︑
凡
て
の
出
来
事
を
見
る
よ
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う
な
立
場
に
置
か
れ
る
︒
茲
処
で
読
者
の
態
度
が
︑
あ
る
種
類
の

限
定
を
受
け
る
の
で
あ
る
︒
茲
処
で
態
度
は
極
ま
る
に
は
︑
極
ま

っ
た
が
︑
興
味
の
方
向
は
︑
ま
だ
極
ま
ら
な
い
︒
そ
う
こ
う
し
て

い
る
う
ち
に
︑
美
禰
子
が
出
て
来
て
︑
三
四
郎
は
美
禰
子
に
興
味

を
有
す
る
よ
う
に
な
る
︒
美
禰
子
の
一
挙
一
動
に
従
っ
て
︑
三
四

郎
が
色
々
に
動
く
よ
う
に
な
る
︒
茲
処
ま
で
来
る
と
読
者
の
興
味

は
︑
二
人
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
行
く
か
と
云
う
点
に
集
注
せ
ら

れ
る
︒そ
う
し
て
興
味
の
中
心
が
此
一
点
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
︒

篇
中
の
諸
種
の
人
物
が
︑
各
自
由
な
る
意
志
を
有
し
て
︑
勝
手
に

働
ら
く
と
し
て
も
︑
此
中
軸
と
な
る
べ
き
興
味
あ
る
事
件

︱
美
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禰
子
と
三
四
郎
と
の
関
係

︱
に
関
連
し
影
響
し
な
か
っ
た
な
ら

ば
︑
い
つ
ま
で
も
纏
り
が
付
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
︒﹁
三

四
郎
﹂
中
の
諸
人
物
は
︑
此
中
軸
と
な
っ
た
事
件
を
廻
ぐ
っ
て
自

由
に
活
動
し
て
い
る
か
ら
︑
全
体
が
離
れ
ず
に
︑
ち
ゃ
ん
と
纏
っ

て
行
っ
て
い
る
︒﹁
三
四
郎
﹂
で
は
︑
中
軸
と
し
て
︑
美
禰
子
と

三
四
郎
と
の
関
係
を
用
い
て
あ
る
が
︑
同
時
に
他
に
︑
与
次
郎
が

広
田
先
生
を
大
学
教
授
に
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
傍
軸
と
し
て
用

い
て
あ
る
︒
此
傍
軸
を
廻
ぐ
っ
て
︑
与
次
郎
や
︑
三
四
郎
や
︑
広

田
先
生
や
野
々
宮
や
︑
原
口
な
ど
の
別
趣
な
活
動
を
惹
き
起
こ
す

よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
是
れ
は
今
迄
の
中
軸
で
は
見
る
事
の
出
来
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な
い
性
格
の
他
の
サ
イ
ド
を
描
が
き
出
だ
す
手
段
と
し
て
大
変
好

い
方
法
で
あ
る
が
︑
一
方
か
ら
云
え
ば
︑
此
傍
軸
の
用
い
方
は
非

常
に
む
ず
か
し
い
仕
事
で
同
時
に
︑
き
わ
ど
い
仕
掛
だ
と
思
う
︒

全
体
の
統
一
の
上
に
稍
も
す
れ
ば
混
雑
を
来
た
し
易
す
き
処
が
あ

や
や

る
か
ら
で
あ
る
︒
傍
軸
に
し
て
も
︑
中
軸
に
あ
る
一
種
の
関
係
︵
何

れ
の
方
面
か
ら
で
も
︶
を
有
し
得
る
︒
傍
軸
な
ら
ば
︑
別
に
全
体

の
統
一
を
破
壊
す
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
全
然
関
係
の
な
い

傍
軸
を
持
っ
て
来
る
と
き
に
は
︑
そ
う
し
て
其
傍
軸
が
厳
粛
に
な

っ
て
来
れ
ば
︑
な
っ
て
来
る
程
︑
統
一
を
破
ぶ
る
危
険
の
度
が
加

わ
る
か
ら
で
あ
る
︒
興
味
の
中
心
が
二
つ
に
な
っ
て
︑
パ
ラ
レ
ル
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に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
二
タ
所
の
談
話
を
一
時
に
聴
く
よ
う
な
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
︒

ゲ
ー
テ
は
古
い
作
家
で
︑
技
巧
の
方
面
で
は
頗
ぶ
る
拙
で
あ
る

か
ら
︑
茲
処
に
出
し
て
来
て
論
ず
る
の
は
︑
気
の
毒
で
あ
る
が
︑

丁
度
此
の
軸
を
二
つ
使
っ
て
失
敗
し
て
い
る
適
例
に
な
る
か
ら
述

べ
る
︒
あ
の
人
の
書
い
た
も
の
の
中
に
﹁
ヷ
ー
ル
フ
ェ
ル
ヷ
ン
ト

シ
ャ
フ
テ
ン
﹂︵﹁
親
和
力
﹂
と
か
訳
し
て
い
た
人
が
あ
っ
た
と

記
憶
す
る
︶
と
云
う
小
説
が
あ
る
︒
エ
ヅ
ア
ル
ド
と
云
う
男
が
︑

妻
君
の
姪
か
な
ん
か
に
当
る
オ
ッ
テ
リ
エ
と
云
う
女
に
段
々
恋
着

し
て
行
く
処
と
︑
其
妻
君
が
所
天
の
お
友
達
の
何
ん
と
か
云
う
男

お
つ
と
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に
段
々
惚
れ
る
よ
う
に
な
る
処
を
書
い
て
あ
る
︒
此
小
説
で
は
明

ら
か
に
︑
興
味
の
中
心
が
二
分
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
を
影
に
置
い

て
︑
一
方
を
日
向
に
出
し
て
叙
述
す
る
の
な
ら
︑
此
場
合
で
は
︑

一
方
の
事
件
が
他
の
事
件
を
煽
動
す
る
ボ
ッ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
が
あ

り
得
る
ん
だ
か
ら
︑
纏
ま
っ
て
一
つ
の
興
味
に
な
ら
ぬ
と
も
限
ら

ぬ
が
︑
二
つ
の
事
件
を
二
つ
な
が
ら
︑
外
面
に
出
し
て
︑
パ
ラ
レ

ル
に
写
つ
し
て
行
こ
う
と
し
た
の
だ
か
ら
︑
読
ん
で
ち
っ
と
も
気

乗
り
が
し
な
い
︑
作
為
の
跡
を
感
ず
る
こ
と
夥
し
い
も
の
で
あ
っ

た
︒
ゲ
ー
テ
は
其
処
に
気
が
付
い
た
の
か
︑
或
は
外
の
理
由
で
だ

か
︑
ど
っ
ち
か
知
ら
ぬ
が
︑
お
仕
舞
の
方
に
来
る
と
︑
エ
ヅ
ア
ル
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ド
と
オ
ッ
テ
ィ
リ
エ
だ
け
の
関
係
一
つ
を
叙
す
る
に
留
め
て
い

る
︒か

く
の
如
く
︑
全
体
か
ら
云
っ
て
︑
中
軸
に
あ
る
程
度
の
連
絡

を
有
し
て
い
る
傍
軸
で
も
︑
そ
れ
が
太
く
な
っ
て
︑
正
面
か
ら
写

さ
れ
る
事
に
な
る
と
︑
注
意
を
二
分
し
て
全
体
を
ぶ
ち
壊
わ
す
も

の
で
あ
る
︒﹁
三
四
郎
﹂
の
傍
軸

︱
与
次
郎
の
教
授
運
動
は
︑

可
成
な
太
さ
で
︑
又
正
面
か
ら
写
つ
し
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で

全
体
の
統
一
を
破
ぶ
っ
て
い
る
か
と
云
う
に
破
ぶ
っ
て
い
な
い
︒

此
点
が
ま
だ
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
︒

丸
で
中
軸
に
関
係
が
な
い
傍
軸
で
︑
し
か
も
其
傍
軸
が
︑
あ
る
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程
度
の
大
き
さ
で
正
面
か
ら
写
さ
れ
て
い
る
に
も
係
わ
ら
ず
︑
全

体
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
︒
自
分
は
是
れ
を
或

程
度
ま
で
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
︒

与
次
郎
の
性
格
は
極
め
て
陽
気
に
出
来
て
い
る
︒
そ
う
し
て
︑

い
つ
も
溌
剌
と
し
て
躍
っ
て
い
る
か
の
観
が
あ
る
︒
与
次
郎
は
万

事
を
丸
呑
み
に
し
た
よ
う
な
気
で
︑
何
事
に
も
当
っ
て
い
る
︒
そ

う
し
て
ふ
わ
ふ
わ
し
て
い
る
︑
だ
か
ら
当
人
は
極
め
て
真
面
目
に

行
動
し
て
い
る
に
も
係
わ
ら
ず
︑
傍
で
見
て
い
る
人
は
滑
稽
に
感

ず
る
︒
其
真
面
目
が
愈
真
面
目
で
あ
る
に
従
っ
て
︑
愈
滑
稽
に
感

ず
る
の
で
あ
る
︒
与
次
郎
自
身
の
言
う
処
に
よ
る
と
︑
広
田
先
生
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を
一
人
で
養
い
一
人
で
慰
め
て
い
る
よ
う
に
云
っ
て
い
る
︒
聞
い

て
い
る
人
は
何
ん
だ
か
可
笑
し
い
︒
そ
れ
か
ら
天
下
を
一
人
で
切

っ
て
廻
わ
す
よ
う
な
こ
と
を
真
面
目
に
云
っ
て
い
る
︒
又
そ
う
真

面
目
に
信
じ
て
い
る
ら
し
い
︒
そ
れ
を
聴
く
と
︑
何
ん
だ
か
可
笑

し
く
な
る
︒
広
田
先
生
を
大
学
教
授
に
し
よ
う
と
云
う
こ
と
も
︑

動
機
は
正
だ
し
く
て
も
︑
要
す
る
に
与
次
郎
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

で
あ
る
︒
読
者
は
与
次
郎
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
感

ず
る
が
故
に
︑
与
次
郎
が
其
上
で
東
奔
西
走
し
て
い
て
も
︑
ち
っ

と
も
厳
粛
な
気
持
を
起
こ
さ
な
い
︒
霞
を
隔
て
て
物
を
観
る
気
で

其
動
き
方
を
観
察
し
て
い
る
︒
新
聞
に
悪
る
口
が
出
た
段
に
な
っ
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て
︑
此
事
件
が
厳
粛
に
な
り
か
け
て
来
た
︒
若
し
此
記
事
を
読
ん

シ
リ
ア
ス

だ
広
田
先
生
が
︑
普
通
の
人
間
で
あ
っ
て
︑
普
通
な
考
え
方
を
し

て
い
た
ら
︑
大
に
怒
る
筈
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
与
次
郎
を
捕
か
ま

え
て
大
に
八
釜
敷
云
う
筈
で
あ
る
︒
或
は
三
四
郎
に
ぷ
ん
ぷ
ん
当

り
散
ら
す
筈
で
あ
る
︒
然
か
る
に
広
田
先
生
は
脱
俗
の
人
で
あ
っ

た
︒
与
次
郎
は
気
が
移
り
易
す
ぃ
︑
だ
か
ら
此
場
合
に
は
︑
滑
稽

の
感
は
起
ら
ぬ
が
︑
厳
粛
の
度
が
高
ま
ら
な
い
で
︑
済
ん
で
い
る
︒

シ
リ
ア
ス

だ
か
ら
し
て
︑
此
傍
軸
は
︑
問
題
そ
れ
自
身
は
重
要
な
問
題
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
又
其
問
題
を
提
出
し
た
者
の
動
機
は
極

め
て
真
面
目
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
其
問
題
を
取
扱
う
人
の
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性
格
と
︑
其
問
題
か
ら
生
じ
た
波
瀾
を
解
決
す
る
人
の
性
格
と
に

よ
っ
て
︑
中
軸
を
害
す
る
程
の
太
さ
に
な
ら
ず
︑
全
体
の
統
一
を

破
ぶ
ら
ず
に
済
ん
で
い
る
︒
そ
う
し
て
前
に
述
べ
た
よ
う
な
役
目

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

四

﹁
三
四
郎
﹂
は
其
中
軸
と
な
っ
て
い
る
︑
三
四
郎
と
美
禰
子
と
の

関
係
の
初
ま
る
に
始
ま
っ
て
︑
絶
え
る
に
至
っ
て
終
っ
て
い
る
︒

女
を
初
め
て
︑
大
学
の
池
の
端
で
見
る
に
初
ま
っ
て
︑
其
女
を
描
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い
た
絵
を
丹
青
会
で
見
る
に
終
っ
て
い
る
︒男
と
女
と
の
関
係
は
︑

女
が
お
嫁
に
行
っ
た
に
於
て
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
︒
器
械
的
な

最
後
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
死
が
必
ら
ず
し
も
終
結
で
な
い
と

同
じ
く
︑
精
神
的
に
︑
或
は
芸
術
的
に
終
結
を
告
げ
て
い
る
と
は
︑

決
し
て
云
う
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
︒
女
が
お
嫁
に
行
け
ば
︑

男
は
も
う
女
に
会
う
機
会
が
な
い
か
も
知
れ
ぬ
︒
会
う
機
会
が
な

け
れ
ば
今
迄
通
り
の
関
係
の
半
ば
は
絶
え
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か

し
女
が
男
の
頭
を
支
配
し
て
い
る
間
は
︑
猶
関
係
が
続
い
て
い
る

の
で
あ
る
︒
男
が
女
に
金
を
返
え
し
た
ら
︑
も
う
物
質
的
な
関
係

は
な
く
な
っ
た
︒
そ
う
し
て
女
は
お
嫁
に
行
く
︒
し
か
し
三
四
郎
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の
頭
の
中
に
は
猶
女
が
謎
と
し
て
残
っ
て
い
る
︒
女
が
自
分
に
惚

れ
て
い
た
ん
だ
か
︑
或
は
自
分
を
愚
弄
し
て
い
た
ん
だ
か
︑
其
辺

の
処
は
ち
っ
と
も
分
ら
な
い
で
苦
し
ん
で
い
る
︒
此
苦
し
み
の
除と

れ
た
時
が
︑
女
と
の
関
係
の
絶
え
た
時
で
あ
る
︒
苦
し
み
の
除
れ

る
の
は
︑
女
を
余
所
か
ら
見
得
た
時
で
あ
る
︒﹁
一
歩
傍
へ
退
く

ひ
と
あ
し

の

事
﹂
を
敢
え
て
し
得
た
時
で
あ
る
︒
余
所
か
ら
見
得
な
い
間
は
︑

依
然
と
し
て
︑
美
禰
子
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
囚
ら
わ
れ

と

て
い
る
の
で
あ
る
︒
関
係
が
結
末
に
達
し
た
の
で
は
な
い
︒

丹
青
会
展
覧
会
で
︑﹁
森
の
女
﹂
の
絵
の
前
に
立
っ
て
︑
三
四

郎
が
﹁
ス
ト
レ
イ
・
シ
ー
プ
﹂
を
繰
返
え
す
処
で
︑
三
四
郎
が
美
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禰
子
を
﹁
一
歩
傍
へ
退
﹂
い
て
見
得
た
と
云
う
事
実
が
現
わ
れ
て

い
る
の
だ
が
︑
此
の
事
実
の
現
わ
れ
方
に
就
い
て
︑
自
分
は
猶
す

こ
し
く
物
足
り
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
︒其
理
由
は
こ
う
で
あ
る
︒

三
四
郎
は
内
気
な
性
質
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
女
親
の

手
に
育
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
頭
が
複
雑
に
進
ん
で
い
る
割

合
に
︑
す
べ
て
に
対
し
て
小
供
ら
し
く
︑
パ
ッ
シ
ー
ヴ
な
人
間
に

な
っ
て
い
る
︒
そ
う
し
て
女
に
対
し
て
或
る
恐
れ
を
有
し
て
望
ま

な
け
れ
ば
な
ら
ん
因
果
を
有
し
て
い
る
︒
三
四
郎
の
頭
の
中
は
︑

名
古
屋
の
宿
屋
で
受
け
た
︑女
は
恐
ろ
し
い
と
云
う
強
い
印
象
に
︑

常
に
支
配
さ
れ
て
い
る
︒
生
れ
付
き
女
ら
し
い
パ
ッ
シ
ー
ヴ
な
性
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質
と
︑
女
か
ら
得
た
強
い
第
一
印
象
は
︑
常
に
彼
れ
の
行
動
を
︑

あ
る
程
度
に
束
縛
し
て
︑
あ
る
点
ま
で
進
ん
だ
っ
き
り
︑
一
歩
も

外
に
出
る
こ
と
を
許
る
さ
な
い
︒
行
く
処
ま
で
行
っ
て
見
る
こ
と

の
出
来
ぬ
人
間
で
あ
る
︒
そ
ん
な
人
間
が
︑
必
要
に
迫
ま
ら
れ
た

か
ら
だ
と
云
っ
て
︑
美
禰
子
を
︑
訪
ね
里
見
へ
行
く
の
は
︑
よ
く
、
、

せ
き
の
事
で
あ
る
︒
東
京
に
出
て
来
て
︑
色
々
な
人
と
交
際
し
て
︑

、
、

余
っ
程
自
由
な
人
間
に
な
っ
て
い
る
と
は
云
い
な
が
ら
︑
そ
れ
だ

け
︑
美
禰
子
に
対
し
て
︑
強
い
ア
ッ
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
感
じ
て
い

な
け
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
美
禰
子
の
う
ち
に
訪
ね
て
行

っ
た
の
は
︑
必
要
に
迫
ま
ら
れ
た
か
ら
だ
と
し
て
も
︑
次
い
で
︑
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原
口
さ
ん
の
う
ち
に
美
禰
子
に
会
い
に
行
く
の
は
︑
自
分
独
り
で

考
え
て
︑
自
分
の
意
志
で
決
行
し
た
こ
と
な
の
だ
か
ら
︑
余
程
の

決
心
︵
三
四
郎
に
取
っ
て
は
︶
が
必
要
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
︒
原

口
さ
ん
の
う
ち
に
行
っ
た
の
は
自
由
意
志
で
や
っ
た
に
は
や
っ
た

が
︑
唯
与
次
郎
か
ら
︑
美
禰
子
が
毎
日
絵
に
か
か
れ
に
行
く
と
聞

い
て
︑
丁
度
い
い
機
会
だ
か
ら
と
思
っ
て
︑
別
に
決
心
の
臍
を
固

ほ
ぞ

め
る
程
の
事
も
な
く
行
っ
た
と
し
て
も
い
い
︒
其
次
に
︑
原
口
さ

ん
の
う
ち
で
一
時
間
程
待
っ
て
一
所
に
帰
る
時
︑﹁
あ
な
た
に
会

い
に
行
っ
た
ん
で
す
﹂
と
か
︑﹁
た
だ
︑
あ
な
た
に
会
ひ
た
い
か

ら
行
っ
た
ん
で
す
﹂
と
か
切
っ
て
出
た
の
は
︑
三
四
郎
に
取
っ
て
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は
︑
思
い
切
っ
た
飛
躍
で
あ
る
︒
在
来
の
三
四
郎
が
︑
茲
処
ま
で

突
き
進
す
ん
だ
の
は
︑
丁
度
︑
外
の
男
が
︵
三
四
郎
の
よ
う
な
性

質
で
な
く
︑三
四
郎
の
よ
う
な
一
種
の
因
果
を
持
っ
て
い
な
い
男
︶

女
の
手
を
握
っ
て
︑
地
に
脆
づ
き
︑
天
を
仰
い
で
︑
切
実
な
る
恋

を
打
ち
明
け
る
位
な
猛
烈
さ
が
あ
る
と
思
う
︒
三
四
郎
の
此
場
合

に
於
け
る
言
動
は
︑
外
に
現
ら
わ
れ
て
い
る
部
分
よ
り
も
︑
内
に

含
ま
れ
て
︑
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
・
エ
ナ
ー
ジ
ー
と
し
て
存
し
て
い
る

内
部
の
動
揺
の
方
が
劇
げ
し
い
ん
だ
と
思
う
︒

︱
是
れ
は
︑
在

来
の
三
四
郎
の
性
質
と
行
動
と
を
︑
此
場
合
の
行
動
に
比
較
し
て

得
た
推
察
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
か
く
推
察
す
る
事
は
︑
此
場
合
此
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の
シ
ー
ン
に
於
け
る
二
人
の
言
動
を
翫
賞
す
る
上
に
︑
多
大
な
興

味
を
与
え
る
も
の
だ
と
考
え
る
︒

か
く
迄
心
を
動
か
し
た
と
推
察
せ
ら
る
る
に
も
係
わ
ら
ず
︑
愈

美
禰
于
が
お
嫁
さ
ん
に
な
る
ん
だ
と
︑
よ
し
子
の
口
か
ら
や
︑
又

美
禰
子
自
身
の
口
か
ら
聴
い
て
︑
そ
れ
で
後
︑
何
等
か
の
変
化
が

三
四
郎
の
性
格
の
上
に
及
ば
な
い
の
は
︑
或
は
あ
る
種
類
の
苦
悶

が
な
い
の
は
︑
物
足
り
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
普
通
の
小

説
家
が
︑
普
通
の
苦
悶
を
か
く
よ
う
な
︑
そ
ん
な
も
の
を
希
望
す

る
の
で
は
な
い
︒
唯
美
禰
子
に
金
を
返
え
し
て
︑
眼
に
見
え
る
縁

が
二
人
の
間
に
切
れ
た
あ
と
︑
丹
青
会
で
﹁
森
の
女
﹂
の
絵
の
前
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で
ス
ト
レ
ー
・
シ
ー
プ
と
断
ず
る
前
︑
女
が
残
こ
し
た
謎
を
︑
あ

る
点
ま
で
解
き
得
る
よ
う
に
な
る
道
筋
を
︑
一
章
で
好
い
か
ら
設

け
て
︑
書
い
て
貰
ら
い
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
︒

著
者
は
︑
三
四
郎
が
美
禰
子
と
分
れ
て
下
宿
に
帰
る
と
︑
国
の

母
か
ら
電
報
が
来
て
い
て
︑
何
日
か
え
る
か
聞
い
て
来
た
と
云
う

い

つ

処
で
叙
述
の
筆
を
と
め
て
い
る
︒
そ
う
し
て
︑
三
四
郎
が
東
京
に

居
ら
ぬ
間
の
︑
消
息
を
省
ぶ
い
て
︑
又
三
四
郎
が
東
京
に
来
て
丹

青
画
会
に
﹁
森
の
女
﹂
を
見
に
行
く
処
を
写
つ
し
て
居
る
︒
三
四

郎
の
心
中
に
色
々
と
起
っ
た
筈
の
消
息
は
︑
作
の
裏
面
に
︑
読
者

の
想
像
に
任
か
せ
て
あ
る
︒
此
読
者
の
想
像
に
任
か
せ
る
と
云
う
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こ
と
は
一
方
で
は
︑
全
体
の
感
じ
を
一
層
強
め
て
︑
余
韻
嫋
々
た

る
処
が
あ
り
は
す
る
が
他
方
で
は
︑
多
少
漠
然
と
し
て
︑
方
向
が

極
ま
ら
ず
統
一
を
失
い
は
せ
ぬ
か
と
思
う
︑
此
方
向
を
極
め
る
為

め
に
︑
最
後
に
︑
三
四
郎
の
女
に
対
す
る
断
定
が
あ
る
ん
だ
と
見

れ
ば
見
ら
れ
る
の
だ
が
︑
最
後
の
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
か
ら
︑
此
断

定
ま
で
は
︑
す
こ
し
距
離
が
遠
す
ぎ
る
や
の
感
が
あ
る
︒
此
二
つ

の
点
の
間
に
︑
も
う
一
つ
︑
両
方
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
も
の
が
︑
あ

っ
た
ら
︑
よ
か
っ
た
ろ
う
に
と
思
わ
れ
る
︒
広
田
先
生
の
処
に
訪

ね
て
行
っ
て
も
い
い
︑
与
次
郎
と
話
を
し
て
も
い
い
︑
よ
し
子
に

会
っ
て
も
い
い
︒
何
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
︑
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
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フ
後
の
三
四
郎
の
心
の
内
の
動
き
方
に
就
い
て
︑
あ
る
暗
示
を
与

え
る
よ
う
な
一
章
が
欲
し
か
っ
た
︒

若
し
三
四
郎
が
︑
原
口
さ
ん
の
う
ち
か
ら
︑
回
り
途
で
︑
あ
す

こ
ま
で
突
き
込
ん
だ
活
躍
を
せ
ず
に
︑
在
来
の
一
皮
隔
て
て
物
を

見
て
る
よ
う
な
ぼ
ん
や
り
し
た
関
係
に
比
例
し
て
︑
淡
き
動
き
様

を
し
て
い
た
ら
︑
三
四
郎
の
動
き
方
は
︑
女
の
動
き
方
に
連
れ
て

動
ご
く
︑
殆
ん
ど
意
志
の
自
由
を
欠
き
た
る
︵
程
度
の
問
題
で
あ

る
︶
受
動
的
の
動
き
方
な
の
だ
か
ら
︑
動
か
せ
る
動
力
と
な
っ
て

い
る
女
が
動
か
な
く
な
れ
ば
自
然
と
︑
三
四
郎
の
動
き
方
も
︑
あ

る
微
弱
な
余
波
は
あ
る
に
し
て
も
︑
す
ぐ
止
ん
だ
っ
て
差
支
な
い
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事
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
す
る
と
最
後
の
ス
ト
レ
ー
・
シ
ー
プ
の

断
定
が
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
に
次
い
で
出
て
来
た
処
が
︑
キ
チ
ン
と

納
ま
り
が
付
く
と
思
う
︒

け
れ
ど
も
︑
三
四
郎
の
︑
あ
の
場
合
の
動
き
方
は
︑
今
迄
の
よ

う
な
受
動
的
な
動
き
方
で
は
な
い
︒
受
動
的
を
超
え
て
︑
自
か
ら

猛
烈
な
る
動
き
方
を
し
て
い
る
︒
能
動
的
な
動
き
方
で
あ
る
︒
能

動
的
に
働
ら
き
か
け
た
上
は
︑
相
手
が
動
ご
き
止
ん
だ
か
ら
と
云

っ
て
︑
こ
っ
ち
の
動
き
方
が
自
然
と
直
き
に
収
ま
る
も
の
で
は
あ

る
ま
い
︒
そ
れ
だ
か
ら
︑
前
に
云
っ
た
よ
う
な
一
章
が
あ
っ
た
ら

よ
く
は
な
い
か
と
云
う
の
で
あ
る
︒
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五

前
の
章
で
云
っ
た
事
は
︑
全
体
が
︑
ず
う
っ
と
な
だ
ら
か
に
行

っ
て
の
上
で
︑
結
末
の
付
け
よ
う
に
就
い
て
の
愚
見
で
あ
る
︒
も

う
一
つ
結
末
の
す
こ
し
前
で
︑
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
に
急
転
す
る
径

路
に
す
こ
し
工
合
が
悪
る
く
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
処
が
あ
る
︒

三
四
郎
が
美
禰
子
と
一
所
に
︑
画
か
き
の
と
こ
ろ
か
ら
︑
帰
っ
て

え

来
る
途
で
︑
突
然
︑
向
う
か
ら
車
に
乗
っ
て
来
る
若
い
立
派
な
紳

士
に
会
う
所
が
あ
る
︒
美
禰
子
の
所
天
と
な
る
べ
き
人
に
会
う
所

お
つ
と



49

が
あ
る
︒
あ
す
こ
が
余
り
に
突
然
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
︒
三
四
郎

に
は
勿
論
突
然
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
︒
読
者
は
︑
三
四
郎
の
眼

を
以
て
見
︑
三
四
郎
の
耳
を
以
て
聴
き
︑
三
四
郎
の
如
く
感
じ
て
︑

つ
ま
り
は
読
者
と
三
四
郎
と
は
殆
ん
ど
合
し
て
一
と
な
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
︑
茲
処
は
三
四
郎
に
突
然
で
あ
る
と
同
時
に
読
者
に
突

然
で
あ
る
ん
だ
が
︑
茲
の
場
合
の
突
然
さ
は
︑
読
者
と
三
四
郎
が

急
に
離
な
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
︒
そ
う
し
て
三
四
郎
が
驚
ろ
く

以
外
に
︑
読
者
は
何
ん
だ
か
作
為
の
跡
を
感
ず
る
︒
自
分
は
読
ん

で
茲
処
ま
で
来
て
︑
ど
う
し
て
も
︑
此
の
場
合
に
所
天
を
見
る
と

云
う
こ
と
が
際
立
っ
て
全
体
の
調
子
を
破
ぶ
る
よ
う
な
気
が
し
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た
︒
茲
処
に
来
る
ま
で
は
︑
あ
ら
ゆ
る
人
物
の
行
動
が
盡
く
必
然

的
の
動
ご
き
方
を
し
て
い
る
︒
必
然
的
な
動
き
方
で
な
く
と
も
︑

あ
る
準
備
が
あ
っ
て
︑
準
備
の
後
に
︑
動
い
て
い
る
の
だ
か
ら
︑

必
然
的
の
動
き
方
と
︑
殆
ん
ど
同
程
度
な
動
き
方
を
し
て
い
た
︒

だ
か
ら
偶
然
に
二
人
か
三
人
か
会
っ
た
に
し
た
処
で
︑そ
れ
ぞ
れ
︑

あ
る
理
由
の
下
に
動
い
た
上
で
落
ち
合
っ
た
の
だ
か
ら
︑
決
し
て

不
思
議
に
思
わ
な
か
っ
た
︒
突
然
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
︑
突
然
だ

と
一
寸
驚
ろ
く
許
り
で
︑別
に
何
ん
と
も
思
う
に
至
ら
な
か
っ
た
︒

然
か
る
に
︑
美
禰
子
の
所
天
た
る
べ
き
人
に
︑
三
四
郎
が
会
う
所

に
至
っ
て
︑
突
然
さ
が
︑
普
通
の
あ
り
得
べ
き
突
然
さ
よ
り
も
︑
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よ
り
以
上
に
突
然
ら
し
く
思
え
た
の
で
あ
る
︒
所
天
た
る
べ
き
紳

士
に
会
っ
た
の
が
突
然
だ
と
云
う
よ
り
も
︑
美
禰
子
の
所
天
た
る

べ
き
人
が
居
る
と
云
う
事
実
が
突
然
な
の
で
あ
る
︒

原
口
さ
ん
の
宅
で
︑
女
と
原
口
さ
ん
が
話
を
す
る
う
ち
︑
女
が

﹁
で
も
兄
は
近
々
結
婚
致
し
ま
す
よ
﹂﹁
お
や
︑
そ
う
で
す
か
︒

す
る
と
貴
方
は
何
う
な
り
ま
す
﹂﹁
存
じ
ま
せ
ん
﹂
と
云
う
所
が

ど

あ
る
︒
そ
れ
か
ら
三
四
郎
が
帰
り
途
で
︑﹁
あ
な
た
に
会
い
た
い

か
ら
行
っ
た
の
で
す
﹂
と
云
う
と
︑
女
が
微
か
な
溜
息
を
洩
ら
す

所
が
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
女
が
黙
っ
た
儘
小
半
町
も
来
て
︑
不
意
に

絵
の
出
来
よ
う
が
早
す
ぎ
る
と
思
や
し
な
い
か
と
︑
木
に
竹
を
接
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い
だ
よ
う
な
事
を
云
う
所
が
あ
る
︒
あ
す
こ
い
ら
を
︑
極
わ
め
て

デ
リ
ケ
ー
ト
な
準
備
だ
と
観
れ
ば
︑
観
ら
れ
る
が
︑
準
備
た
る
に

は
︑
あ
ま
り
に
デ
リ
ケ
ー
ト
で
︑
殆
ん
ど
準
備
た
る
の
効
を
な
さ

な
い
︒
著
者
も
多
分
は
︑
殊
に
準
備
の
為
め
に
書
か
れ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
︒

此
場
面
か
ら
暫
ら
く
時
日
を
置
い
て
︑
次
の
チ
ャ
プ
タ
ー
で
三

四
郎
と
与
次
郎
が
学
校
で
会
う
︒
与
次
郎
が
﹁
君
︑
里
見
の
御
嬢

さ
ん
の
事
を
聞
い
た
か
﹂
と
三
四
郎
に
云
う
と
︑
三
四
郎
が
﹁
何

を
﹂
と
間
い
返
え
す
︒
す
る
と
人
が
来
て
与
次
郎
に
用
が
あ
る
の

で
︑
話
が
断
れ
た
︒
こ
ん
な
場
面
を
︑
三
四
郎
が
美
禰
子
の
所
天
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に
会
う
前
に
︑
一
︑
二
箇
所
入
れ
て
置
い
て
貰
い
た
か
っ
た
︒
そ

う
す
れ
ば
︑
美
禰
子
に
就
い
て
︑
何
事
か
が
起
り
つ
つ
あ
る
事
を
︑

三
四
郎
な
り
︑
次
い
で
は
読
者
な
り
が
予
察
す
る
か
ら
し
て
︑
若

ア
ー
チ
ン

い
紳
士
に
突
然
会
っ
て
も
︑
前
以
て
準
備
が
出
来
て
い
る
か
ら
︑

唐
突
は
唐
突
で
あ
っ
て
も
︑
作
為
的
の
感
が
除
れ
や
し
な
か
っ
た

と

ろ
う
か
と
思
う
︒

初
め
自
分
が
︑
新
聞
で
読
ん
だ
時
︑
若
い
︑
立
派
な
紳
士
が
車

を
馳
せ
て
来
る
叙
述
を
読
む
瞬
間
に
は
︑
美
禰
子
の
兄
さ
ん
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
た
︒
兄
さ
ん
が
何
処
か
ヘ
一
所
に
行
く
積
り
か
何

ん
か
で
迎
い
に
来
た
ん
だ
な
と
思
っ
て
い
た
︒
す
る
と
仕
舞
に
な
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っ
た
ら
紳
士
が
﹁
早
く
行
こ
う
︑
兄
さ
ん
も
待
っ
て
い
る
﹂
と
云

っ
た
か
ら
︑
尠
な
か
ら
ず
驚
ろ
い
た
︒
そ
う
し
て
︑
何
だ
か
妙
な

す
く

気
が
し
た
︒
若
し
あ
の
紳
士
が
兄
さ
ん
だ
っ
た
ら
︑
い
い
だ
ろ
う

に
と
今
も
思
っ
て
い
る
︒
そ
う
し
て
誰
と
か
さ
ん
も
待
っ
て
い
る

か
ら
︑
早
く
行
こ
う
と
︑
美
禰
子
の
所
天
に
な
る
べ
き
人
の
名
前

を
云
う
こ
と
に
し
た
ら
︑
よ
か
っ
た
ろ
う
に
と
思
っ
て
い
る
︒
其

次
ぎ
に
︑
学
校
で
与
次
郎
と
︑
例
の
断
片
的
な
話
が
あ
っ
た
後
に
︑

何
処
か
で
男
に
会
っ
た
ら
︑
よ
か
っ
た
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
︒

︱
要
す
る
に
︑
お
婿
さ
ん
の
出
方
が
︑
す
こ
し
早
い
よ
う
な
気

が
す
る
︒
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美
禰
子
の
所
天
が
出
て
来
る
来
な
い
は
︑
そ
れ
自
身
に
取
っ
て

は
︑
そ
ん
な
に
大
き
な
問
題
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
美
禰
子
と
三

四
郎
と
の
関
係
を
中
軸
と
し
て
い
る
此
小
説
に
於
て
は
︑
こ
れ
が

カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
の
導
火
線
に
な
る
の
だ
か
ら
し
て
︑
テ
ヒ
ニ
イ

の
上
で
は
︑
尤
も
重
大
な
る
任
務
を
帯
び
て
居
る
︒
此
中
軸
と
な

っ
て
い
る
事
件
が
︑
続
く
か
︑
止
む
か
︑
従
っ
て
小
説
が
つ
づ
く

か
︑
止
む
か
の
問
題
を
惹
起
す
出
来
事
で
あ
る
︑
其
出
来
事
が
読

者
に
︵
少
な
く
と
も
自
分
に
︶
無
理
だ
と
感
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
︑

折
角
今
迄
キ
チ
リ
キ
チ
リ
と
︑
ぬ
き
差
し
の
な
ら
ぬ
よ
う
な
人
物

の
出
方
と
︑必
然
的
に
因
果
開
係
を
も
っ
た
人
物
の
動
き
方
と
に
︑
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抵
触
す
る
処
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

六

﹁
三
四
郎
﹂
一
篇
は
︑
前
節
に
云
っ
た
点
を
除
い
て
︑
実
際
ぬ
き
、
、

さ
し
の
な
ら
ぬ
小
説
で
あ
る
︒
美
禰
子
の
所
天
が
出
て
来
る
処
で

、
、

も
︑
単
な
る
ぬ
き
さ
し
の
点
か
ら
見
れ
ば
︑
ぬ
き
さ
し
の
な
ら
ぬ

、
、
、
、

、
、
、
、

出
し
方
で
あ
る
︒
し
か
も
其
ぬ
き
さ
し
が
碁
盤
の
目
を
盛
る
よ
う

、
、
、
、

に
︑
或
は
石
垣
を
積
み
重
ぬ
る
よ
う
な
︑
器
械
的
な
も
の
で
は
な

い
︒
篇
中
の
人
物
が
各
其
意
志
の
支
配
の
下
に
︑
因
果
関
係
を
以
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て
動
き
つ
つ
あ
る
︒
其
重
要
な
る
部
分
を
抽
き
抜
い
て
︑
描
き
上

げ
た
も
の
が
﹁
三
四
郎
﹂
で
あ
る
︒
あ
る
人
物
の
あ
る
言
葉
や
︑

あ
る
挙
動
は
︑
必
ら
ず
︑
そ
の
人
か
︑
或
は
そ
れ
を
聞
く
人
の
︑

後
の
挙
動
又
は
言
葉
に
開
係
を
持
っ
て
活
動
す
る
︒
し
か
も
其
言

葉
︑
其
挙
動
が
︑
外
か
ら
喰
っ
付
け
た
ん
で
な
く
っ
て
︑
内
か
ら

働
ら
き
出
て
い
る
︒
こ
れ
が
各
の
意
志
の
支
配
の
下
に
︑
因
果
関

係
を
以
て
動
ご
い
て
い
る
と
云
う
の
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
か
ら
し
て

﹁
三
四
郎
﹂
の
十
三
章
四
百
二
十
頁
の
う
ち
に
は
︑
茲
処
を
取
っ

た
ら
よ
か
ろ
う
と
云
う
︑
余
計
な
部
分
が
一
つ
も
な
い
︒
一
と
所

取
っ
て
し
ま
っ
た
ら
︑
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
︑
全
体
が
く
ず
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れ
て
仕
舞
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
此
篇
中
に
あ
ら
わ
れ
た
人
物

の
言
語
挙
動
の
色
々
様
々
な
る
も
の
の
う
ち
か
ら
︑
中
心
と
︑
中

軸
と
に
関
係
あ
る
部
分
の
み
が
抽
出
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
い

る
︒
紛
然
雑
然
た
る
混
沌
の
世
界
相
か
ら
︑
秩
序
あ
る
連
絡
あ
る

部
分
が
と
り
出
さ
れ
て
い
る
ん
で
あ
る
︒
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
動
い

て
い
る
世
界
か
ら
︑
余
計
な
分
子
を
除
っ
て
仕
舞
っ
て
︑
別
に
新

た
な
る
世
界
を
創
造
し
た
も
の
が
﹁
三
四
郎
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
創

造
せ
ら
れ
た
世
界
の
う
ち
に
︑
浮
遊
す
る
幾
多
の
人
間
は
︑
盡
く

相
合
し
て
一
箇
の
有
機
的
全
体
を
形
造
く
っ
て
い
る
ん
で
あ
る
︒

あ
る
意
味
に
於
て
芸
術
の
最
も
芸
術
的
な
る
も
の
で
あ
る
︒
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現
実
の
世
界
は
︑
大
局
か
ら
見
れ
ば
︑
あ
る
大
い
な
る
法
則
に

従
っ
て
秩
序
正
だ
し
く
動
い
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
其
方
法
を

観
察
の
外
に
置
け
ば
︑
世
相
は
極
め
て
漠
然
た
る
動
き
方
を
し
て

い
る
︒
あ
る
も
の
は
整
然
と
動
い
て
い
る
︒
あ
る
も
の
は
雑
然
と

動
い
て
い
る
︒
要
す
る
に
纏
っ
た
も
の
も
あ
れ
ば
︑
纏
ま
ら
な
い

も
の
も
多
い
︒
此
纏
ら
な
い
も
の
を
︑
纏
ら
な
い
儘
に
か
い
て
︑

こ
れ
が
人
生
だ
と
云
っ
て
る
人
が
あ
る
︒
そ
れ
は
人
生
の
一
部
分

か
も
知
れ
な
い
︑
又
人
生
の
あ
る
部
分
の
縮
写
か
も
知
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
こ
れ
が
人
生
だ
か
ら
︑
人
生
は
纏
っ
て
い
な
い
か
ら
︑

こ
っ
ち
も
纏
め
な
い
ん
だ
と
云
う
な
ら
ば
︑
文
芸
は
極
め
て
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依
属
的
な
性
質
な
も
の
に
な
っ
て
仕
舞
う
︒
自
分
は
︑
文
芸
は
も

デ
ペ
ン
デ
ツ
ト

っ
と
独
立
し
た
る
︑
積
極
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
も
の
だ
と
考

え
る
︒
依
属
的
な
性
質
を
文
芸
が
持
っ
て
は
な
ら
ん
と
云
う
の
で

は
な
い
が
︑
一
方
に
於
て
独
立
し
た
る
積
極
的
の
性
質
を
持
た
せ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
云
う
ん
で
あ
る
︒
芸
術
は
単
な
る
摸
倣
で

は
な
い
︑
創
造
で
あ
る
と
云
う
ん
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
か
ら
︑
小
説

に
限
ら
ず
︑
芸
術
的
作
品
は
︑
自
然
の
造
り
得
ざ
る
特
別
な
る
風

趣
を
帯
び
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
っ
て
い
る
︒
自
然
が
造
れ

る
が
ま
ま
の
形
を
︑
特
別
な
る
光
明
或
は
色
彩
の
下
に
照
ら
し
出

す
の
が
芸
術
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
︒
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一
篇
の
小
説
は
一
箇
の
新
ら
し
い
別
世
界
で
あ
る
︒
現
実
の
世

界
で
は
な
い
︒
い
く
ら
自
然
を
摸
倣
し
よ
う
と
云
っ
た
処
で
︑
成

立
し
た
小
説
は
自
然
其
物
で
は
な
い
︒
自
然
其
物
を
摸
倣
す
る
の

が
目
的
で
︑し
か
も
自
然
其
物
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
︑

小
説
の
存
在
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
︒
詮
ず
る
所
︑
文
芸
の
存
在

す
る
価
値
を
有
し
て
い
る
の
は
摸
倣
だ
か
ら
で
は
な
い
︒
自
然
に

見
る
べ
か
ら
ざ
る
風
趣
を
︑
作
品
中
に
現
ら
わ
さ
ん
と
す
る
の
が

芸
術
の
原
義
で
あ
る
︒

自
分
は
﹁
三
四
郎
﹂
を
芸
術
中
の
最
も
芸
術
的
な
る
も
の
と
云

っ
た
︒
其
意
味
は
茲
ま
で
説
明
し
て
来
た
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
ろ
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う
と
思
う
︒﹁
三
四
郎
﹂
一
篇
は
︑
自
然
に
見
る
べ
か
ら
ざ
る
結

合
を
︵
人
間
や
ら
︑
人
間
の
動
ご
き
や
ら
︶
や
っ
て
︑
人
間
性
情

の
動
き
方
を
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
︑
自
然
に
見

る
べ
か
ら
ざ
る
色
と
光
り
の
下
に
映
し
出
だ
し
た
も
の
な
の
で
あ

る
︒
そ
う
し
て
写
し
上
げ
描
き
出
だ
し
た
も
の
が
活
き
て
い
る
︒

け
れ
ど
も
︑
あ
る
特
殊
な
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
︵
自
然
界
で

見
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
よ
う
な
︶
に
置
か
れ
た
人
間
の
動
き
方

が
大
変
巧
く
動
い
て
︑
活
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
︑
単
に

其
作
者
の
技
巧
上
の
才
に
よ
る
ん
だ
と
も
云
え
る
︒
書
き
現
わ
し

方
が
巧
ま
け
れ
ば
︑
ど
ん
な
人
間
を
か
い
て
も
︑
活
き
て
い
る
よ
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う
に
思
わ
れ
る
︒
け
れ
ど
も
活
か
す
と
云
う
の
が
︑
単
な
る
文
芸

の
目
的
で
は
な
い
︒
作
中
の
人
物
が
活
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
云
う
要
求
は
︑
つ
ま
り
は
︑
其
作
全
体
が
︑
第
三
者
即
ち
翫

賞
者
に
対
し
て
︑
意
義
あ
る
感
化
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
云

う
根
拠
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
る
︒
意
義
あ
る
感
化
と
云
う
こ
と

は
︑
何
も
文
芸
を
道
徳
説
や
宗
教
や
哲
学
や
を
説
く
為
め
の
方
便

又
は
器
械
と
し
ろ
と
云
う
の
で
は
な
い
︒
説
明
の
為
め
教
訓
の
為

め
に
文
芸
が
あ
れ
と
云
う
の
で
は
な
い
︒
文
芸
の
作
品
か
ら
︑
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
読
者
の
脳
裏
に
あ
る
感
化
が
及
ん
で
来
る

よ
う
に
︑
作
者
の
側
か
ら
云
え
ば
︑
作
品
全
体
に
︑
作
者
の
人
格
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が
泌
み
込
ん
で
い
る
よ
う
な
作
物
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
云
う

意
味
で
あ
る
︒
此
点
に
於
て
芸
術
は
︑
自
然
界
に
見
る
こ
と
の
出

来
な
い
︑
独
特
な
色
調
を
帯
び
て
来
る
ん
で
あ
る
︒
作
者
の
大
な

る
人
格
の
影
響
が
読
者
に
薫
化
を
及
ぼ
す
ん
で
あ
る
︒

今
の
文
壇
の
作
家
の
多
く
は
︑
自
家
の
経
験
で
な
く
っ
ち
ゃ
駄

目
だ
と
云
っ
て
︑
偽
ら
ざ
る
自
己
の
告
白
だ
と
か
号
し
て
︑
い
つ

も
い
つ
も
︑
自
分
の
閲
歴
ば
か
り
を
書
い
て
い
る
︒
本
当
は
書
い

て
い
な
い
の
だ
か
知
ら
ぬ
が
︑
と
に
か
く
書
く
ん
だ
と
云
っ
て
い

る
︒
こ
れ
は
小
説
の
中
に
描
が
く
人
物
を
活
か
す
為
め
に
は
︑
尤

も
都
合
よ
き
手
段
に
は
違
い
な
い
︑
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
だ
の
︑
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本
で
読
ん
だ
こ
と
だ
の
よ
り
か
︑
自
家
の
経
験
を
其
儘
筆
に
し
た

方
が
︑
多
く
の
苦
心
を
費
や
さ
ず
し
て
︑
人
間
を
書
き
活
か
す
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
当
面
の
目
的
は
︑
描
い
た
人
物

が
活
き
て
い
る
と
云
う
点
に
あ
る
︒
活
き
た
人
間
を
描
か
れ
さ
え

、
、
、
、
、

す
れ
ば
︑
必
ら
ず
し
も
自
家
の
閲
歴
を
書
い
た
処
が
︑
必
ず
し
も

小
説
中
の
人
物
が
活
き
る
と
は
行
か
な
い
︒
偽
ら
ざ
る
自
己
の
告

白
と
云
う
も
の
は
︑
出
来
上
が
っ
た
一
箇
の
小
説
と
は
何
等
の
交

渉
も
な
い
も
の
で
あ
っ
て
︑
当
該
小
説
を
か
か
ん
と
す
る
動
機
に

於
て
︑
倫
理
的
意
義
を
其
作
家
の
人
格
の
上
に
認
め
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
︑
或
は
其
作
家
の
事
実
上
の
行
為
に
対
す
る
第
三
者
の
好
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奇
心
は
あ
っ
て
も
︑
既
に
完
成
し
て
︑
一
箇
の
小
さ
な
世
界
を
形

造
っ
て
い
る
小
説
の
価
値
に
は
︑

︱
芸
術
と
し
て
見
た
る
小
説

の
価
値
に
は
何
等
の
関
係
を
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

要
す
る
に
︑
活
か
す
為
め
の
手
段
と
し
て
︑
多
く
の
作
家
は
自

、
、
、
、
、
、
、
、

分
の
事
ば
か
り
書
い
て
い
る
︒
そ
れ
だ
か
ら
書
い
た
も
の
は
︑
或

る
程
度
ま
で
巧
く
出
来
上
が
っ
て
い
る
︒
し
か
し
巧
く
出
来
上
が

っ
て
い
る
と
云
う
の
は
︑
人
間
が
浮
き
上
が
っ
て
い
る
と
云
う
丈

け
で
︑
其
浮
き
上
が
っ
た
人
間
と
︑
面
接
す
る
気
に
な
っ
て
︑
見

て
い
る
と
実
に
下
ら
な
い
人
間
と
︑
面
接
す
る
気
に
な
っ
て
︑
見

て
い
る
と
実
に
下
ら
な
い
人
間
ば
か
り
で
あ
る
︒
或
る
小
説
の
主
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人
公
は
酒
ば
か
り
飲
ん
で
金
に
困
っ
て
い
る
︒
あ
る
小
説
の
主
人

公
は
淫
売
み
た
い
な
女
に
引
っ
か
か
っ
て
夢
中
に
な
っ
て
い
る
︒

あ
る
小
説
の
主
人
公
は
女
と
手
紙
の
往
復
を
し
て
︑
妻
君
か
ら
見

付
か
っ
て
い
る
︒
盡
く
下
ら
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
人
間
ば
か
り

で
あ
る
︒
何
も
酒
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
り
︑
妙
な
女
に
引
っ
か
か
っ

た
り
︑
手
紙
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
そ
れ
自
身
が
駄
目
だ
と
云
う

の
で
は
な
い
︒
ど
ん
な
材
料
で
も
取
り
扱
い
方
に
よ
っ
て
は
︑
観

察
の
仕
方
に
依
っ
て
は
︑
読
者
に
意
義
あ
る
感
化
を
与
え
得
な
い

と
も
限
ら
な
い
︒
唯
其
小
説
か
ら
受
け
る
全
体
の
印
象
が
︑
極
め

て
平
凡
で
極
め
て
下
等
だ
か
ら
駄
目
だ
と
云
う
ん
で
あ
る
︒
寄
席
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に
行
っ
て
見
る
と
松
井
源
水
が
独
楽
の
曲
芸
を
や
っ
て
い
る
︒
よ

こ

ま

く
ま
あ
︑
あ
ん
な
に
手
際
よ
く
廻
わ
せ
る
も
の
だ
と
思
う
︒
今
の

小
説
の
多
く
を
読
む
度
に
自
分
は
︑
い
つ
も
源
水
の
独
楽
を
思
い

出
す
︒
あ
る
程
度
ま
で
似
て
い
る
と
思
う
︒
つ
ま
り
は
技
巧
丈
け

が
身
上
で
あ
る
処
を
︑
似
て
い
る
と
云
う
の
で
あ
る
︒

自
家
の
閲
歴
を
書
く
は
方
便
で
あ
る
︒
此
方
便
を
用
う
る
の
を

批
難
す
る
の
で
は
な
い
︒
方
便
だ
け
が
巧
く
行
っ
て
︑
肝
心
な
目

的
が
忽
に
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
い
け
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
︒

ゆ
る
が
せ

も
っ
と
意
義
あ
る
生
活
を
写
つ
し
て
貰
い
た
い
︒
人
生
の
根
本
義

に
触
れ
た
徹
底
的
の
作
物
を
出
し
て
貰
い
た
い
︒
換
言
す
れ
ば
︑
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も
っ
と
︑
意
義
あ
る
経
験
を
し
て
貰
い
た
い
︒
或
は
も
っ
と
意
義

あ
る
観
方
を
し
て
貰
い
た
い
︒
平
凡
が
生
む
平
凡
の
其
に
は
堪
え

ら
れ
な
く
な
っ
た
︒
文
芸
の
事
業
は
単
な
る
技
術
の
問
題
で
は
な

い
︒﹁
三
四
郎
﹂
は
想
像
の
所
産
で
あ
る
事
は
云
う
迄
も
な
い
︒

想
像
の
所
産
と
云
う
の
は
畢
竟
︑
自
家
の
過
去
の
経
験
を
︑
小
さ

な
分
子
に
解
し
て
︑
新
ら
し
い
結
合
を
や
っ
た
結
果
で
あ
る
︒
だ

か
ら
︑
単
独
な
る
自
家
の
閲
歴
を
其
儘
に
写
つ
し
て
︑
人
物
を
活

か
す
に
比
べ
れ
ば
︑
二
重
の
困
難
が
あ
る
︒
困
難
が
あ
る
代
わ
り

に
は
︑
摸
倣
で
な
く
っ
て
創
造
で
あ
る
︒
創
造
で
あ
る
点
に
於
て
︑

作
家
の
偉
大
な
る
力
の
発
現
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
︒
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そ
う
し
て
作
家
の
人
格
的
意
義
が
成
立
す
る
ん
で
あ
る
︒
尤
も
想

像
の
所
産
で
な
く
と
も
︑
特
定
の
性
格
︑
特
定
の
感
情
︑
気
持
ち

其
他
を
写
つ
す
と
云
う
事
は
︑
其
写
さ
れ
べ
き
材
料
に
対
し
て
当

該
作
者
が
︑
興
味
を
有
し
て
い
る
事
に
な
る
の
だ
か
ら
︑
延
い
て

は
作
者
の
人
格
を
︑
其
作
品
の
陰
に
想
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
の

だ
が
︑
想
像
の
作
物
は
︑
全
部
が
作
者
の
創
造
に
か
か
る
が
故
に
︑

そ
れ
だ
け
強
く
作
家
の
個
性
的
色
彩
を
帯
び
て
︑
読
者
は
作
者
の

人
格
を
直
下
に
会
得
し
得
る
の
で
あ
る
︒

﹁
三
四
郎
﹂
は
意
義
あ
る
感
化
を
読
者
に
及
ぼ
す
作
品
で
あ
る
︒

著
者
の
人
格
を
︑
趣
味
を
︑
徹
骨
徹
隨
に
体
読
せ
し
む
る
作
品
で
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あ
る
︒﹁
三
四
郎
﹂
に
出
て
来
る
人
間
は
︑
盡
く
高
等
の
教
育
を

受
け
て
い
る
人
間
で
あ
る
が
︑
自
分
が
茲
処
で
︑
意
義
あ
る
感
化

を
受
け
る
作
品
だ
と
云
う
の
は
︑
単
に
人
間
が
高
等
教
育
を
受
け

て
い
る
か
ら
だ
と
云
う
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
器
械
的
な
教
育
が

多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
得
ざ
る
︑
人
間
そ
れ
自
身
の
姿
を
︑
明
か

ら
さ
ま
に
書
き
現
わ
し
て
い
る
処
が
意
義
あ
る
作
品
だ
と
云
う
の

で
あ
る
︒
読
者
は
﹁
三
四
郎
﹂
に
没
頭
し
て
︑
俗
界
を
離
な
れ
た

る
︑
清
き
空
気
を
吸
い
得
る
点
に
於
て
意
義
が
あ
る
と
云
う
の
で

あ
る
︒﹁
如
何
に
生
く
べ
き
乎
﹂
の
問
題
に
対
し
て
︑
か
く
の
如

く
生
き
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
の
解
答
を
与
え
て
い
る
点
に
意
義
が
あ
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る
と
云
う
の
で
あ
る
︒
人
間
と
し
て
世
に
住
む
上
に
於
て
︑
新
た

、
、

ら
し
き
内
容
を
︑
読
者
の
胸
底
に
︑
付
け
加
え
る
か
ら
意
義
が
あ

る
と
云
う
の
で
あ
る
︒
新
た
ら
し
き
内
容
が
同
時
に
︑
有
意
義
に

生
き
る
上
に
於
て
︑
必
要
な
る
新
た
ら
し
き
内
容
な
る
が
故
に
︑

﹁
三
四
郎
﹂
は
価
値
あ
る
作
品
で
あ
る
︒︵
こ
の
議
論
の
為
め
に

は
︑﹁
三
四
郎
﹂
の
中
の
人
間
を
悉
く
︑
挙
げ
て
︑
こ
こ
が
い
い

と
か
︑
こ
う
動
く
処
が
い
い
と
か
︑
精
し
く
証
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
が
︑
長
く
な
る
か
ら
止
め
る
︒
読
ん
だ
人
に
は
︑
自

分
の
こ
の
論
の
主
旨
が
分
か
る
こ
と
だ
と
思
う
︶
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七

﹁
三
四
郎
﹂
の
中
に
出
て
い
る
人
間
の
内
で
︑
最
も
興
味
あ
る
性

格
は
美
禰
子
の
性
格
で
あ
る
︒
最
も
複
雑
で
あ
っ
て
︑
最
も
個
性

的
な
女
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
近
代
的
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
︒
あ

ん
な
女
は
二
十
世
紀
で
な
け
れ
ば
︑
見
る
こ
と
の
出
来
ぬ
女
で
あ

る
︒ツ

ル
ゲ
ニ
ェ
フ
の
﹁
初
恋
﹂
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
︒
若
い
女
主

人
公
︵
？
︶
が
︑
若
い
士
官
達
を
あ
つ
め
て
︑
自
分
の
意
志
通
り

命
令
通
り
に
若
い
士
官
が
動
く
の
を
見
て
喜
ん
で
い
る
所
が
書
い
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て
あ
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
﹁
父
と
子
﹂
の
中
に
出
て
来
る
何
ん
と
か

云
う
︑
バ
ザ
ロ
フ
の
向
う
に
廻
わ
っ
て
︑
バ
ザ
ロ
フ
と
大
変
興
味

あ
る
舌
戦
を
や
る
︒
大
変
イ
ン
テ
レ
ク
ト
の
勝
っ
た
女
も
あ
る
︒

あ
の
女
も
バ
ザ
ロ
フ
を
支
配
し
よ
う
︑
支
配
し
よ
う
と
す
る
女
で

あ
っ
た
︒

ズ
ー
デ
ル
マ
ン
は
近
代
的
の
女
性
を
か
く
に
霊
腕
を
有
し
て
い

る
作
家
で
あ
る
︒﹁
暮
光
﹂
と
題
す
る
処
女
作
の
短
篇
集
以
来
︑

彼
の
小
説
に
現
わ
れ
て
来
る
重
な
る
人
物
は
大
抵
︑
一
種
の
特
徴

あ
る
女
ば
か
り
で
︑
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
性
格
を
有
し
て

い
る
の
だ
か
ら
面
白
い
︑
そ
の
面
白
い
種
々
の
性
格
の
う
ち
で
︑
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最
も
よ
く
出
来
て
い
る
の
は
﹁
カ
ッ
ツ
ェ
ン
・
シ
ュ
テ
ッ
ヒ
﹂
の

レ
ギ
ー
ネ
と
﹁
エ
ス
・
ヷ
ー
ル
﹂
の
フ
ェ
リ
チ
タ
ス
と
で
あ
る
︒

︵
近
頃
出
来
た
﹁
ダ
ス
・
ホ
ー
エ
・
リ
ー
ド
﹂
と
云
う
小
説
に
も

女
が
主
人
公
と
し
て
取
扱
っ
て
あ
る
そ
う
だ
が
︑
ま
だ
読
ん
で
見

な
い
か
ら
︑
何
と
も
言
え
ぬ
︶
し
か
し
二
人
共
あ
る
傾
向
を
持
っ

て
動
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
し
て
︑
巧
い
な
が
ら
も
一
筋
の
繩
で
始

末
す
る
こ
と
の
出
来
る
性
格
で
あ
る
と
思
う
︒
レ
ギ
ー
ネ
は
野
生

の
女
︵
野
生
だ
と
云
っ
て
も
ゴ
ル
ギ
ー
の
書
い
て
い
る
マ
ル
ヷ
的

の
野
生
で
は
な
い
︶
を
︑
野
生
な
る
が
儘
に
写
つ
し
出
で
て
巧
い

の
で
あ
る
︒
フ
ェ
リ
チ
タ
ス
は
所
謂
社
交
界
の
夫
人
の
あ
る
特
殊
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性
を
極
端
に
引
き
の
ば
し
て
︑
描
き
活
か
し
た
も
の
で
あ
る
︒
複

雑
で
は
あ
る
が
︑
複
雑
な
る
も
の
の
動
き
方
が
あ
る
一
つ
の
方
向

に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
ま
だ
書
き
易
す
い
と
思
う
︒

美
禰
子
の
動
き
方
に
至
っ
て
は
︑
遂
に
一
筋
の
繩
で
始
末
の
出

来
な
い
動
き
方
で
あ
る
︒
あ
の
女
の
動
き
方
は
一
定
の
方
面
を
指

し
示
め
し
て
い
な
い
か
ら
端
倪
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ

た
ん
げ
い

る
︒
三
四
郎
に
対
し
て
愛
情
を
持
っ
て
い
た
ん
だ
か
︑
愛
情
を
持

っ
て
い
な
く
っ
て
唯
男
の
心
を
支
配
し
て
自
ら
楽
も
う
と
し
た
ん

だ
か
︑
或
は
単
に
あ
あ
云
う
働
き
方
そ
れ
自
身
に
興
味
を
持
っ
て

い
た
ん
だ
か
︑
そ
の
何
ず
れ
か
を
︑
或
は
そ
の
全
体
を
︑
無
意
識
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に
や
っ
て
い
る
の
だ
か
︑
有
意
識
に
や
っ
て
い
る
ん
だ
か
︑
丸
で

分
ら
な
い
︒
読
者
は
︑
同
時
に
又
三
四
郎
に
推
断
臆
測
の
余
地
を

与
え
ず
に
動
い
て
い
る
︒
し
か
も
其
動
い
て
い
る
処
を
読
ん
で
行

く
と
︑
美
禰
子
は
慥
か
に
活
き
て
い
る
︒
此
点
が
ズ
ー
デ
ル
マ
ン

の
書
い
た
フ
ェ
リ
チ
タ
ス
や
︑ツ
ル
ゲ
ニ
ェ
フ
の
女
や
ら
よ
り
も
︑

も
う
一
歩
進
ん
だ
個
性
的
な
近
代
的
な
女
性
の
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

だ
と
云
う
処
で
あ
る
︒

あ
る
人
は
︑
此
点
を
捕
ら
え
て
︑
美
禰
子
の
性
格
に
統
一
が
な

い
と
云
っ
て
批
難
し
て
居
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
性
格
に
統
一

が
あ
る
と
云
う
事
は
一
方
か
ら
云
え
ば
一
本
調
子
の
人
間
を
書
く
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と
云
う
事
で
あ
る
︒
そ
ん
な
人
は
米
の
飯
を
喰
っ
て
る
処
か
ら
書

き
出
せ
ば
︑
年
百
年
中
米
の
飯
ば
か
り
喰
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
承

知
し
な
い
連
中
で
あ
る
︒
西
洋
料
理
を
喰
っ
た
ら
駄
目
だ
と
云
う

に
違
い
な
い
︒
そ
う
人
間
は
一
本
調
子
に
行
く
も
の
で
は
な
い
こ

と
は
︑美
禰
子
を
批
難
す
る
人
で
も
承
知
し
て
い
る
事
で
あ
ろ
う
︒

一
本
調
子
で
行
か
ぬ
も
の
だ
と
認
め
る
な
ら
ば
︑
変
幻
出
没
の
限

り
を
盡
く
し
て
い
る
一
種
の
性
格
に
対
し
て
︑
統
一
が
な
い
か
ら

不
可
ん
と
批
難
は
出
来
ぬ
筈
で
あ
る
︒統
一
の
出
来
な
く
っ
て
も
︑

活
き
て
動
い
て
い
れ
ば
沢
山
で
あ
る
︒活
か
す
為
め
の
統
一
な
ら
︑

方
便
と
し
て
差
支
な
い
が
︑
統
一
が
出
来
ん
か
ら
活
き
て
い
な
い
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と
云
う
の
は
間
題
に
は
な
ら
ん
︒

美
禰
子
は
要
す
る
に
あ
る
ポ
イ
ン
ト
を
境
界
線
と
し
て
︑
そ
の

境
界
線
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
於
て
︑
自
由
に
︑
自
在
に
活
躍
し

て
い
る
女
で
あ
る
︒
其
活
躍
が
自
由
な
る
が
為
め
に
︑
終
に
三
四

郎
及
読
者
に
︑
統
一
す
る
事
の
出
来
な
い
性
格
で
あ
る
︒
そ
の
統

一
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
性
格
の
種
々
の
面
が
︑
時
と
場
所
と
を

異
に
し
て
︑
転
々
現
ら
わ
れ
て
来
る
︒
其
処
に
読
者
の
興
味
が
惹

き
著
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

三
四
郎
が
原
口
さ
ん
の
宅
に
美
禰
子
を
た
ず
ね
た
時
よ
り
以
後

の
美
禰
子
は
︑
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ン
を
以
て
動
い
て
い
る
女
に
な
っ
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て
い
る
︒
美
禰
子
に
は
既
に
所
天
が
定
ま
っ
た
︒
所
天
の
定
ま
っ

た
と
云
う
こ
と
が
美
禰
子
の
頭
を
支
配
し
て
︑
今
迄
の
自
由
の
動

き
方
を
全
然
束
縛
し
て
し
ま
っ
た
︒
男
の
猛
烈
な
る
傾
む
き
方
に

対
し
て
︑
微
す
か
な
る
溜
息
を
以
て
答
え
る
処
は
既
に
︑
今
迄
の

自
由
な
動
き
方
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
そ
う
し
て
黙
っ
た

儘
小
半
町
も
来
て
︑
不
意
に
絵
の
こ
と
を
話
し
出
す
︒
あ
す
こ
の

曲
折
の
工
合
は
実
に
巧
み
な
も
の
だ
と
思
っ
た
︒
女
の
心
を
支
配

し
て
い
る
問
題
は
絵
で
な
い
︑
絵
の
出
来
上
が
り
様
の
早
さ
や
な

ん
か
で
は
な
い
︒
三
四
郎
の
猛
烈
な
る
動
き
方
に
対
す
る
︑
自
分

の
言
動
に
対
す
る
責
任
の
感
で
あ
る
︒
不
意
に
絵
を
持
ち
出
す
の
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は
︑
三
四
郎
に
対
す
る
意
識
的
の
慰
籍
の
言
葉
で
あ
る
︒
以
前
の

よ
う
な
︑
自
由
な
動
き
方
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
な
い
︒

次
で
教
会
の
前
で
三
四
郎
か
ら
金
を
貰
っ
た
時
に
︑
か
す
か
に

﹁
我
は
我
が
咎
を
知
る
﹂
と
云
っ
た
の
も
︑
過
去
の
自
在
な
る
活

と
が

動
に
対
す
る
責
任
を
痛
切
に
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
︒

前
半
に
自
由
な
る
世
を
描
き
︑
後
半
に
︑
自
由
な
る
を
得
ざ
る

に
至
っ
た
女
を
描
が
い
て
︑
し
か
も
三
四
郎
及
び
読
者
に
猶
解
き

難
き
謎
を
残
こ
す
処
は
︑手
際
よ
く
行
っ
て
い
て
面
白
い
と
思
う
︒

女
の
性
格
に
︑
あ
る
境
界
線
ま
で
の
自
由
を
与
え
て
い
る
点
に

於
て
︑
又
面
白
い
結
果
が
出
て
来
て
い
る
︒
こ
の
境
界
線
を
超
え
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て
自
由
に
挙
動
う
と
き
は
︑
一
種
の
西
洋
臭
い
︑
大
変
濃
厚
な
も

ふ
る
ま

の
が
出
来
た
に
違
い
な
い
︒
あ
る
点
に
於
て
﹁
カ
ッ
ツ
ェ
ン
・
シ

ュ
テ
ッ
ヒ
﹂
の
よ
う
な
も
の
が
出
来
た
に
違
い
な
い
︒
三
四
郎
の

方
で
は
︑
初
め
に
あ
る
制
限
を
受
け
て
居
な
が
ら
段
々
と
女
の
方

に
近
づ
い
て
行
く
︒
女
は
不
即
不
離
に
動
い
て
︑
常
に
三
四
郎
と

あ
る
間
隔
を
保
っ
て
い
る
︒
此
間
隔
が
常
に
二
人
の
間
に
蟠
っ

わ
だ
か
ま

て
い
る
こ
と
が
︑
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
二
人
が
喰
い
付
き
そ
う

で
喰
い
付
か
な
い
処
が
大
変
面
白
い
と
思
う
︒
危
な
い
と
思
う
時

が
あ
る
︒
そ
の
時
は
女
は
︑
女
の
踏
み
得
べ
き
境
界
の
線
上
に
立

っ
て
い
る
︒
此
時
一
歩
男
が
強
く
働
ら
き
掛
け
れ
ば
︑
結
果
は
ど
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う
な
る
か
分
ら
な
い
︒
男
の
方
で
又
︑
前
よ
り
も
︑
よ
り
大
な
る

角
度
を
以
て
女
の
方
に
進
ん
で
行
く
︑
す
る
と
女
は
其
瞬
間
に
は

も
う
境
界
線
を
退
ぞ
い
て
い
る
︒
波
の
起
伏
す
る
形
に
二
人
の
関

係
が
な
っ
て
い
て
︑
し
か
も
遂
に
合
体
し
な
い
処
が
︑
興
味
あ
る

造
り
方
だ
と
云
う
ん
で
あ
る
︒

バ
ウ
ル
・
バ
イ
ゼ
と
云
う
ド
イ
ツ
で
有
名
な
短
篇
作
家
が
あ

る
︒
其
短
篇
の
う
ち
に
﹁
ト
レ
ッ
ピ
の
女
﹂
と
云
う
の
が
あ
る
︒

ア
ル
プ
ス
の
峠
茶
屋
の
よ
う
な
処
に
舞
台
を
と
っ
て
あ
っ
た
よ
う

に
記
憶
し
て
い
る
が
︑
其
茶
屋
の
女
に
︑
七
年
前
契
っ
た
男
と
が

再
会
す
る
処
か
ら
初
ま
っ
て
︑
男
は
昔
の
事
は
忘
れ
て
国
で
女
房
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を
持
っ
て
い
る
の
を
︑
茶
屋
の
女
は
︑
捻
り
を
元
に
戻
そ
う
と
す

よ

る
処
が
書
い
て
あ
る
︒
初
め
は
男
が
逃
げ
る
︑
女
が
追
っ
か
け
る
︒

い
く
ら
云
っ
て
も
駄
目
だ
か
ら
︑
女
は
諦
め
る
︒
諦
め
る
と
今
度

は
男
の
方
か
ら
追
っ
か
け
る
︑
女
が
逃
げ
る
︒
そ
う
こ
う
し
て
い

る
う
ち
に
二
人
の
仲
が
七
年
の
昔
に
還
る
と
云
う
筋
で
あ
る
︒
茶

屋
と
茶
屋
の
近
処
だ
け
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
︑
大
分
う
ま
く
行
っ

て
い
る
と
思
っ
て
い
た
が
︑
女
が
何
ん
だ
か
お
仕
舞
に
な
る
と
魔

婦
の
よ
う
な
気
が
し
て
不
愉
快
だ
っ
た
︒
ズ
ー
デ
ル
マ
ン
の
﹁
エ

ス
・
ヷ
ー
ル
﹂
で
も
女
が
男
を
追
っ
か
け
る
︒
男
は
逃
げ
る
︒
逃

げ
て
も
仕
舞
に
は
つ
ら
ま
る
が
︑
捕
ら
ま
っ
た
跡
で
︑
男
が
女
か
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ら
逃
げ
ら
れ
る
処
が
書
い
て
あ
る
︒此
二
つ
は
何
ず
れ
に
し
て
も
︑

逃
げ
た
り
追
っ
か
け
た
り
す
る
も
の
の
︑
過
去
の
歴
史
が
逃
げ
る

も
の
を
支
配
し
て
い
る
か
ら
︑
遂
に
は
つ
ら
ま
っ
て
仕
舞
う
の
で

あ
る
︒﹁
ト
レ
ッ
ピ
の
女
﹂
は
非
平
凡
な
過
去
を
持
っ
た
人
間
二

人
が
︑
非
平
凡
な
場
所
で
︵
す
べ
て
の
社
会
か
ら
離
れ
て
い
る
か

ら
︶
非
平
凡
︵
二
人
が
喰
っ
つ
く
事
︶
な
事
を
し
よ
う
と
す
る
か

ら
︑
其
事
は
行
わ
れ
易
す
い
︒﹁
エ
ス
・
ヷ
ー
ル
﹂
の
方
で
も
︑

非
平
凡
な
過
去
を
持
っ
た
二
人
が
︑
し
か
も
非
平
凡
な
女
と
︑
平

凡
な
男
︵
平
凡
じ
ゃ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
相
手
が
親
友
の
妻
君

だ
か
ら
し
て
︑
自
由
に
動
く
こ
と
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
人
︶
と
が
︑
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非
平
凡
な
事
を
す
る
の
だ
か
ら
︑
こ
れ
も
比
較
的
や
さ
し
い
だ
ろ

う
と
思
う
︒﹁
カ
ッ
ツ
ェ
ン
・
シ
ュ
テ
ッ
ヒ
﹂
で
も
非
平
凡
な
境

遇
に
二
人
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
︵
其
非
平
凡
な
境
遇
を
作

く
り
得
た
処
が
ズ
ー
デ
ル
マ
ン
の
手
柄
で
は
あ
る
が
︶
二
人
が
喰

っ
つ
く
の
は
比
較
的
訳
け
も
な
く
出
来
る
事
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ

る
︒
つ
ま
り
は
︑
此
れ
等
の
小
説
は
︑
篇
中
の
人
物
の
過
去
か
︑

境
遇
か
︑
性
格
か
︑
何
ず
れ
か
を
非
平
凡
に
し
て
い
る
か
ら
︑
非

平
凡
な
こ
と
を
さ
せ
た
処
で
無
理
ら
し
く
な
く
容
易
に
行
わ
れ
得

る
の
で
あ
る
︒
平
凡
な
人
も
︑
平
凡
な
境
地
に
置
い
て
︑
非
平
凡

な
こ
と
を
さ
せ
る
が
︑
む
つ
か
し
か
ろ
う
︒
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﹁
三
四
郎
﹂
は
非
平
凡
な
二
人
を
配
合
し
て
い
る
︒
三
四
郎
は
非

平
凡
だ
と
云
う
こ
と
は
出
来
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
美
禰
子
に
囚
ら

わ
れ
て
い
る
点
に
於
て
︑
美
禰
子
に
風
馬
牛
た
る
能
わ
ざ
る
が
故

に
︑
非
平
凡
だ
と
云
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒
此
二
人
が
非
平
凡
な

事
︵
即
ち
尋
常
一
様
の
交
際
た
る
に
止
ま
ら
ず
し
て
︑
想
恋
す
る

と
云
う
事
︶
を
や
る
の
は
︑
境
遇
や
場
面
が
平
凡
で
あ
っ
て
も
︑

そ
ん
な
に
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
︒

︱
そ
れ
を
喰
っ
付
け

ず
に
︑
あ
る
程
度
の
関
係
に
止
め
て
あ
る
の
を
︑
興
味
あ
る
こ
と

だ
と
云
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
為
め
に
美
禰
子
の
動
き
方
も
︑
あ
る

境
界
線
ま
で
で
止
め
て
あ
る
の
を
面
白
い
と
云
う
の
で
あ
る
︒
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八

前
に
述
べ
た
よ
う
な
︑
あ
る
程
度
の
関
係
で
止
め
て
あ
る
と
云

う
点
に
於
て
︑
力
の
発
現
を
極
度
に
顧
わ
さ
ず
に
︑
爆
発
せ
ん
と

す
る
少
こ
し
手
前
ま
で
書
い
て
︑
し
か
も
其
力
の
強
さ
を
︑
陰
に

潜
ま
し
め
た
点
に
於
て
︑
奥
行
あ
る
感
じ
を
与
え
る
点
に
於
て
︑

要
言
す
れ
ば
徒
ら
に
激
越
の
調
を
帯
び
ざ
る
点
に
於
て
︑
自
分
は

此
﹁
三
四
郎
﹂
を
ク
ラ
シ
ッ
ク
趣
味
の
小
説
だ
と
云
い
た
い
︒
中

に
出
て
来
る
人
物
が
端
然
た
る
儀
容
の
下
に
︑
動
い
て
い
る
か
ら
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で
あ
る
︒
熱
が
な
い
の
で
は
な
い
︑
熱
に
上
皮
が
着
せ
て
あ
る
と

云
う
の
で
あ
る
︒
上
皮
と
云
っ
た
所
で
︑
心
に
甲
を
欲
し
て
口
に

乙
を
称
え
る
︑
偽
の
面
の
謂
で
は
な
い
︒

静
平
の
紗
が
一
面
に
か
か
っ
て
い
る
と
云
う
の
で
あ
る
︒
単
に

性
格
の
動
き
方
だ
の
︑
そ
れ
に
つ
れ
て
起
る
事
件
だ
の
が
ク
ラ
シ

ッ
ク
趣
味
だ
と
云
う
の
で
は
な
い
︑
描
写
の
筆
も
亦
︑
す
べ
て
を

描
き
盡
さ
ず
し
て
︑
す
べ
て
以
上
を
語
る
点
に
於
て
︑
ク
ラ
シ
ッ

ク
趣
味
を
帯
び
て
い
る
︒
広
田
先
生
の
引
越
し
の
手
伝
い
で
︑
三

四
郎
と
美
禰
子
と
が
︑
暗
い
二
階
に
上
が
っ
て
行
く
処
が
あ
る
︒

あ
す
こ
の
一
場
は
大
変
面
白
い
と
思
う
の
だ
が
︑
そ
の
う
ち
に
︑
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こ
ん
な
処
が
あ
る
︒﹁
三
四
郎
は
だ
ま
っ
て
︑
美
禰
子
の
方
へ
近

寄
っ
た
︒
も
う
少
し
︑
美
禰
子
の
手
に
自
分
の
手
が
触
れ
る
所
で
︑

馬
尻
に
蹴
爪
づ
く
﹂
と
云
う
処
が
全
篇
の
調
子
で
あ
っ
て
︑
そ
れ

ば
け
つ

が
ク
ラ
シ
ッ
ク
趣
味
だ
と
名
づ
け
る
処
で
あ
る
︒

け
れ
ど
も
一
方
か
ら
観
る
と
︑
美
禰
子
の
よ
う
な
︑
与
次
郎
の

よ
う
な
︑
或
は
広
田
先
生
の
よ
う
な
︑
其
他
色
々
の
性
格
を
︑
そ

の
性
格
の
動
く
が
儘
に
写
つ
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
︑
三
四
郎
の
性

格
の
序
を
追
う
て
︑
傾
む
い
て
行
く
処
な
ど
を
描
い
て
あ
る
の
だ

か
ら
︑
ツ
ル
ゲ
ニ
ェ
フ
や
フ
ロ
ー
ベ
ル
や
を
自
然
派
だ
と
云
う
意

味
に
於
て
︑
自
然
派
の
小
説
と
云
え
な
い
こ
と
も
な
い
︒
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も
う
一
遍
立
場
を
か
え
て
見
る
と
︑
此
小
説
は
浪
漫
的
な
小
説

だ
と
も
云
え
る
︒
あ
あ
云
う
女
や
︑
あ
あ
云
う
男
は
此
自
然
界
に

は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
あ
あ
云
う
結
合
の
仕
方
も
︑
其
儘
で

は
︑
自
然
界
に
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
自
然
界
に
見
る
こ
と
の

出
来
な
い
性
格
や
︑
自
然
界
に
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
シ
チ
ュ
エ

ー
シ
ョ
ン
を
造
っ
て
︑
色
々
に
動
か
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
自
然

に
其
儘
あ
り
得
が
た
き
も
の
を
ク
リ
エ
ー
ト
し
て
い
る
点
で
︑
浪

漫
的
と
云
う
ん
で
あ
る
︒
同
時
に
描
写
が
又
︑
多
く
浪
漫
的
の
分

子
を
含
ん
で
い
る
︑
気
持
又
は
感
情
を
含
め
た
る
描
写
が
多
い
︒

最
後
に
︑
す
べ
て
の
人
物
が
︑
盡
く
意
義
あ
る
性
格
を
有
し
て



92

い
る
が
故
に
︑
芸
術
を
し
て
意
義
あ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
︑

人
間
と
し
て
︑
世
に
生
き
る
上
に
於
て
意
義
あ
り
価
値
あ
る
性
格

を
か
い
て
い
る
の
だ
か
ら
し
て
︑
一
種
の
理
想
派
的
の
小
説
と
も

云
え
る
と
思
う
︒

要
す
る
に
﹁
三
四
郎
﹂
一
篇
は
︑
単
な
る
一
角
か
ら
見
た
丈
で

は
︑
狭
き
一
主
義
の
管
か
ら
覗
い
た
丈
け
で
は
︑
充
分
な
る
翫
賞

は
出
来
な
い
︒
一
角
か
ら
批
評
し
よ
う
と
し
た
ら
︑
象
の
か
ら
だ

を
︑
盲
目
が
探
ぐ
っ
て
︑
何
ん
だ
か
ん
だ
と
云
う
と
同
じ
結
果
が

出
て
来
る
︒
所
詮
は
︑
色
々
の
サ
イ
ド
か
ら
見
て
︑
色
々
に
論
じ

て
行
か
な
け
れ
ば
︑
本
当
な
評
価
は
出
来
な
い
︒



93

之
よ
り
自
分
は
︑
こ
ん
な
小
説
を
完
全
に
評
価
し
得
る
資
格
を

具
え
て
い
る
と
云
う
自
信
を
持
っ
て
居
ら
ん
︒
従
っ
て
此
一
篇
の

論
文
は
︑
此
小
説
の
単
な
る
一
端
を
挙
げ
て
︑
論
じ
た
に
過
ぎ
な

い
ん
だ
と
考
え
て
い
る
︒

︵
明
治
四
二
・
七
︱
八
﹁
新
小
読
﹂︶
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