
167

大
塚
英
志

悪
名
高
い
国
語
新
指
導
要
領
は
「
近
代
文
学
の
出
番
だ
」
と
言
っ
て
い
る
！？

文
学
国
語
入
門

悪名高き
「文学国語」新指導要領を逆手に取り、
「他者」と生き「社会」と関わる文学を学ぶ。

ならば、

近代文学の出番
ではないか。
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他
者
と
生
き
る
術
を
学
ぶ
の
が「
文
学
国
語
」な
ら
、

そ
れ
は「
近
代
文
学
」の
出
番
で
は
な
い
か

　

さ
て
、
本
書
は
「
文
学
国
語
」
に
つ
い
て
の
入
門
書
で
す
。

「
文
学
国
語
」
と
い
う
奇
妙
な
日
本
語
は
２
０
１
８
年
に
告
示
さ
れ
、
２
０
２
２
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
予

定
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
で
新
た
に
設
置
さ
れ
た
科
目
の
名
称
で
す
。「
指
導
要
領
」
と
い
う
も
の
は

実
際
に
授
業
を
受
け
る
高
校
生
で
あ
る
「
あ
な
た
」
に
は
縁
遠
い
も
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
「
あ
な
た
」

を
「
教
え
よ
う
と
す
る
側
」
の
論
理
が
良
く
も
悪
く
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
学
ぶ
側
」
が
そ
れ
を
知
っ
て

お
く
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

最
初
に
結
論
か
ら
述
べ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
新
指
導
要
領
は
素
直
に
読
む
限
り
（
無
論
、
そ
う
で
な
い
読

み
方
も
あ
り
ま
す
）
全
て
の
教
科
を
通
し
て
高
校
生
が
学
ぶ
目
的
を
、
主
権
者
と
し
て
の
政
治
社
会
参
加
に
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求
め
ら
れ
る
能
力
や
資
質
を
将
来
に
渡
っ
て
身
に
つ
け
る
こ
と
に
お
い
て
い
る
と
し
か
取
れ
な
い
書
き
方

を
し
て
い
ま
す
。
意
外
で
す
が
、
そ
う
読
め
ま
す
。
将
来
に
渡
っ
て
、
と
い
う
の
は
こ
の
国
が
民
主
主
義

を
放
棄
し
な
い
限
り
「
あ
な
た
」
は
有
権
者
で
あ
り
続
け
る
か
ら
で
す
。
そ
の
詳
細
は
「
あ
と
が
き
」
で

解
説
し
て
あ
り
ま
す
が
、
タ
テ
マ
エ
（
当
然
、
タ
テ
マ
エ
で
す
）
と
は
い
え
そ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

   

そ
の
上
で
「
国
語
科
」
は
教
科
全
体
が
そ
の
目
標
実
現
の
た
め
、「
他
者
と
社
会
の
中
で
の
関
わ
り
方
」

を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
、
新
指
導
要
領
を
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
さ
っ
ぱ
り
意
味
が
わ
か
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

　

し
か
し
、
ぼ
く
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
少
し
驚
き
ま
し
た
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
「
近
代
文
学
」
と
呼
ば

れ
る
こ
の
国
で
明
治
の
半
ば
以
降
に
出
来
上
が
っ
た
「
文
学
」
が
一
貫
し
て
行
っ
て
き
た
試
行
錯
誤
だ
か

ら
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
で
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
契
約
書
と
い
っ
た
「
文
学
」
と
は
対
極
に
あ
る
文
章
を

日
常
生
活
に
役
に
立
た
せ
る
た
め
に
学
ぶ
「
論
理
国
語
」
設
置
が
改
革
の
目
玉
で
、
対
し
て
「
文
学
国
語
」

と
し
て
括
ら
れ
た
文
学
は
軽
視
さ
れ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
報
じ
方
を
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
理
屈
の

上
で
は
「
近
代
文
学
」
が
最
も
重
要
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

何
し
ろ

0

0

0

、0

新
指
導
要
領
は

0

0

0

0

0

0

、0

い
よ
い
よ
文
学
の
出
番
だ
よ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、0

と
言
っ
て
い
る
の
に
等
し
い
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
す

0

0

。

　

そ
こ
で
、
本
書
は
「
あ
な
た
」
が
「
社
会
の
中
で
他
者
と
関
わ
る
」
手
立
て
を
学
ぶ
教
科
と
し
て
「
近

4



代
文
学
」
の
読
み
方
を
一
度
、
整
理
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
本
書
を
「
文
学
国
語
入
門
」
と

名
付
け
た
理
由
で
す
。

　

さ
て
、
今
、
説
明
抜
き
で
使
っ
た
「
他
者
」
と
い
う
や
や
聞
き
慣
れ
な
い
こ
と
ば
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
本

文
で
お
い
お
い
説
明
し
ま
す
）、
そ
し
て
「
社
会
」
と
い
う
こ
ち
ら
は
何
と
な
く
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な

っ
て
い
る
こ
と
ば
は
「
文
学
」
を
読
ん
で
い
く
上
で
は
い
ず
れ
も
重
要
で
す
。
そ
も
そ
も
「
文
学
」
は
、

と
い
う
よ
り
私
た
ち
の
こ
と
ば
や
思
考
そ
の
も
の
が
、「
他
者
」
と
「
社
会
」
を
理
解
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て

あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
れ
を
理
解
す
る
筋
道
と
し
て
「
近
代
文
学
」
を
読
ん
で
い
く
の
が
本
書
の
目
的

で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
国
の
近
代
に
成
立
し
た
文
学
の
中
で
も
、
一
人
称
で
書
か
れ
た
も
の
を
問
題
と

し
ま
す
。
よ
り
、
正
確
に
言
え
ば
「
一
人
称
言
文
一
致
体
」
で
書
か
れ
た
小
説
で
す
。
そ
れ
は
こ
の
国
で

「
文
学
」
が
出
来
上
が
る
と
同
時
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
「
一
人
称
」
と
い
う
の
は
小
説
の
中

に
登
場
す
る
「
私
」（
別
に
「
ぼ
く
」
で
も
「
オ
レ
」
で
も
「
あ
た
し
」
で
も
構
い
ま
せ
ん
）
で
あ
る
と
同
時

に
、「
あ
な
た
」
が
日
々
の
話
し
こ
と
ば
、
書
き
こ
と
ば
の
中
で
使
う
「
私
」
で
す
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
は

「
私
」
と
い
う
主
語
を
直
接
使
う
こ
と
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
は
「
私
」
と
い
う
主
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語
は
た
だ
省
略
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

　

ぼ
く
は
以
前
、『
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
の
作
り
方
』
と
い
う
本
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
小
説
中
の
「
私
」

と
い
う
一
人
称
は
、
そ
れ
が
文
学
で
あ
れ
ラ
ノ
ベ
で
あ
れ
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
な
の
だ
よ
、
と
い
う
話
を

し
ま
し
た
。
日
常
語
の
中
で
の
一
人
称
の
「
私
」
も
同
様
で
す
。
そ
れ
は
さ
し
て
反
発
も
呼
ば
ず
、
そ
う

だ
よ
ね
、
と
受
け
流
さ
れ
た
印
象
で
す
。

　

確
か
に
「
私
」
な
ど
「
キ
ャ
ラ
」
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
今
や
若
い
世
代
に
と
っ
て
は
普
通
の

感
覚
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
国
は
「
キ
ャ
ラ
」
と
し
て
の
「
私
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
「
一
人
称
言
文
一
致
体

の
文
学
」
と
し
て
明
治
期
に
誕
生
さ
せ
、
し
か
し
そ
こ
で
書
か
れ
た
「
私
」
は
本
当
の
「
私
」
だ
と
多
く

の
「
作
者
」
が
言
い
、「
読
者
」
も
長
い
間
、
信
じ
込
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
約
束
ご
と
が
現
実

生
活
で
は
瓦が

解か
い

し
な
が
ら
、
い
ざ
、「
文
学
」
の
こ
と
と
な
る
と
、
未
だ
、
そ
れ
は
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
「
私
」
が
、「
他
者
」
や
「
社
会
」
と
関
わ
る
と
改
め
て
決
め
た
時
点
で
、
そ
の
「
私
」
を

も
う
一
度
、
懐
疑
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
た
だ
単
に
「
私
」
な
ど
は
「
キ
ャ
ラ
」

に
過
ぎ
な
い
、
と
一
足
飛
び
に
結
論
だ
け
押
さ
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
至
る
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
か

ら
始
ま
る
「
文
学
」
に
お
け
る
思
考
の
枠
組
を
追
う
こ
と
で
初
め
て
理
解
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
の
目
的

6



の
た
め
に
「
文
学
国
語
」
は
徹
底
し
て
あ
る
べ
き
で
す
。

　

と
は
い
え
、
近
代
の
「
文
学
」
は
「
私
」
を
つ
く
り
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
私
」
や
「
社
会
」
と
い

か
に
関
わ
る
か
と
い
う
問
い
に
脇
目
も
振
ら
ず
邁
進
し
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、「
一

人
称
言
文
一
致
体
」
が
つ
く
り
出
し
た
「
私
」
は
、
世
間
知
ら
ず
で
独
善
的
で
承
認
欲
求
だ
け
は
強
く
自

己
愛
に
満
ち
て
い
ま
す
。
中
二
病
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
か
な
り
始
末
に
負
え
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
「
私
」
に
「
他
者
」
や
「
社
会
」
と
関
わ
れ
、
と
い
う
こ
と
は
、
不
適
切
な
例
え
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
「
引
き
こ
も
り
」
を
強
引
に
世
の
中
に
連
れ
出
す
に
等
し
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

「
文
学
」
は
そ
う
い
う
「
私
」
を
現
実
か
ら
隔
離
し
、
い
か
に
甘
や
か
す
か
、
そ
の
た
め
の
様
々
な
仕
組
み

を
つ
く
り
出
し
て
も
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
ま
た
、
そ
の
仕
組
み
を
疑
う
、
と
い
う
こ

と
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。

　

面
倒
く
さ
い
で
す
が
、
そ
の
「
甘
や
か
し
」
と
「
疑
い
」
の
歴
史
が
「
近
代
文
学
史
」
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
書
は
そ
の
よ
う
に
「
疑
い
な
が
ら
文
学
を
読
む
」
と
い
う
「
読
み
方
」
の
説
明
で
す
。
何
だ
か
楽
し

く
な
さ
そ
う
だ
な
、
と
思
う
人
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
実
際
、
楽
し
く
は
な
い
で
す
。
し
か
し
そ
う

い
う
「
小
説
」
の
読
み
方
が
あ
り
、
そ
う
い
う
「
読
み
方
」
を
す
る
こ
と
で
「
小
説
」
は
よ
う
や
く
「
文
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学
」
へ
と
姿
を
変
え
ま
す
。
ち
な
み
に
、
そ
う
い
う
読
み
方
を
「
批
評
」
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
文
学

国
語
」
で
身
に
つ
け
る
技
術
は
最
終
的
に
は
「
批
評
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
批
評
」
と
は
読
ん

だ
本
に
☆
を
い
く
つ
か
付
け
た
り
、
ネ
タ
バ
ラ
シ
に
注
意
し
て
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
で
も
、
わ
か
っ
た
気

に
な
っ
て
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
「
文
学
」
の
中
の
「
私
」
を
疑
い
、
か
つ
、

甘
や
か
さ
な
い
こ
と
で
「
あ
な
た
」
の
「
私
」
を
疑
い
、
甘
や
か
さ
な
い
態
度
を
つ
く
る
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。「
文
学
」
の
「
私
」
を
疑
う
こ
と
は
ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に
「
あ
な
た
」
の
「
私
」
に
跳は

ね
返
る
仕

組
み
で
す
。「
楽
し
む
」
以
外
に
そ
う
い
う
「
本
」
の
読
み
方
が
あ
る
の
で
す
。

　

本
当
に
面
白
く
な
さ
そ
う
で
面
倒
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
も
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。
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第
１
章
　「
私
」を
疑
う



　

こ
の
章
で
疑
う
の
は
「
私
」
で
す
。

　

そ
の
場
合
、
こ
の
本
を
た
っ
た
今
、
書
い
て
い
る
著
者
で
あ
る
「
ぼ
く
」
と
い
う
「
私
」、
そ
し
て
同
じ

よ
う
に
た
っ
た
今
、
こ
の
本
を
読
み
始
め
た
「
あ
な
た
」
と
い
う
「
私
」
は
と
り
あ
え
ず
脇
に
置
き
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
「
私
」
に
つ
い
て
は
別
の
章
で
改
め
て
じ
っ
く
り
と
考
え
ま
す
。
こ
の
章
で
問
題
と
す
る
の

は
こ
う
い
う
「
私
」
で
す
。
ま
ず
、
あ
る
小
説
の
書
き
出
し
を
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。

　
暗
い
。

　
真
っ
暗
で
何
も
見
え
な
い
。

　
こ
こ
は
ど
こ
だ
？
て
か
、
ど
う
な
っ
た
。

　
確
か
、
賢
者
だ
、
大
賢
者
だ
と
馬
鹿
に
さ
れ
た
よ
ー
な
…
…
。

　
そ
こ
で
、
俺
の
意
識
は
覚
醒
し
た
。

　
俺
の
名
前
は
、
三
上
悟
。
37
歳
の
ナ
イ
ス
ガ
イ
。

　
路
上
で
後
輩
を
、
通
り
魔
ら
し
き
奴
か
ら
庇
っ
て
刺
さ
れ
た
ん
だ
っ
た
。

　
よ
し
、
覚
え
て
る
。
大
丈
夫
だ
、
ま
だ
慌
て
る
時
間
じ
ゃ
な
い
よ
う
だ
。
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大
体
、
ク
ー
ル
な
俺
が
慌
て
た
事
な
ん
て
、
小
学
生
の
頃
う
○
こ
漏
ら
し
た
時
く
ら
い
の
も

の
だ
。

　
周
り
を
見
回
そ
う
と
し
て
、
気
づ
く
。
目
が
開
け
ら
れ
な
い
。

　
ま
い
っ
た
な
と
、
頭
を
か
こ
う
と
し
て
…
…
手
が
反
応
し
な
い
。
そ
れ
以
前
に
ど
こ
に
頭
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。

　
混
乱
す
る
。

　
オ
イ
オ
イ
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
れ
よ
。

　
時
間
を
く
れ
、
落
ち
着
く
か
ら
。
こ
う
い
う
時
は
素
数
を
数
え
た
ら
い
い
ん
だ
っ
け
？

　
１
、
２
、
３
、
ダ
ァ
ー
！
！
！

　
違
う
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
１
は
素
数
で
は
な
い
ん
だ
っ
け
？

　
い
や
い
や
、
そ
れ
も
ど
う
で
も
い
い
。

　
そ
ん
な
馬
鹿
な
事
を
言
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
ぞ
、
ヤ
バ
イ
ん
じ
ゃ
な
い
？

　
あ
れ
？
ち
ょ
、
ど
う
な
っ
て
ん
だ
こ
れ
？

　
も
し
か
し
て
…
…
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
既
に
慌
て
な
い
と
駄
目
な
時
間
な
ん
じ
ゃ
な
い
？

　
俺
は
焦
っ
て
、
ど
こ
か
痛
む
と
こ
ろ
は
な
い
か
確
認
す
る
。
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痛
み
は
な
い
。
快
適
だ
。

　
寒
さ
も
暑
さ
も
感
じ
な
い
。
実
に
居
心
地
い
い
空
間
に
い
る
よ
う
だ
。

　
そ
の
事
に
少
し
だ
け
安
心
す
る
。�

（
伏
瀬
「
転
生
し
た
ら
ス
ラ
イ
ム
だ
っ
た
件
」）

　

言
う
ま
で
も
な
く
「
転
生
し
た
ら
ス
ラ
イ
ム
だ
っ
た
件
」
の
書
き
出
し
の
部
分
で
す
。
こ
の
小
説
が
ラ

ノ
ベ
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
と
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
ラ
ノ
ベ
は
文
学
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
こ
こ
で

は
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
に
こ
の
作
品
を
と
り
挙
げ
る
の
は
、
こ
の
書
き
出
し
が
本
書
が
考
え
る

「
文
学
」
の
書
式
（
書
き
方
の
約
束
ご
と
）
の
基
本
に
忠
実
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
「
私
」
を
読
者
に
プ
レ

ゼ
ン
す
る
手
続
き
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
小
説
の
書
き
出
し
が
「
私
」
の
「
意
識
」
か
ら
描
写
が
始
ま
っ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
下
さ
い
。
正
確
に
言
え
ば
こ
の
前
に
「
第
０
話
」
と
い
う
章
が
あ
り
、
そ
こ
で

こ
の
文
章
中
の
主
語
で
あ
る
「
俺
」
が
不
慮
の
事
故
で
死
ん
だ
く
だ
り
が
描
か
れ
ま
す
。
そ
れ
は
読
者
に

と
っ
て
親
切
な
始
ま
り
方
で
す
。
そ
こ
で
は
「
俺
」
と
表
現
さ
れ
る
「
私
」
が
小
説
を
語
り
始
め
る
以
前

に
既
に
「
私
」
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
後
述
す
る
い
わ
ゆ
る
「
文
学
」
は
そ
こ
ま
で
親
切
で
は
な
い
の
で
、
大
体
、
引
用
し
た
よ
う

な
始
ま
り
方
を
し
ま
す
。
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さ
て
、
こ
の
小
説
で
「
俺
」
と
い
う
存
在
が
最
初
に
示
す
の
は
「
暗
い
」
と
い
う
視
覚
へ
の
反
応
で
す
。

「
真
っ
暗
で
何
も
見
え
な
い
」
と
い
う
誰
か
の
視
覚
情
報
が
一
人
称
で
書
か
れ
ま
す
。

　

日
本
語
は
主
語
を
省
略
し
て
も
成
立
す
る
厄
介
な
言
語
で
す
が
、
冒
頭
の
数
行
で
導
入
部
の
「
死
亡
〜

そ
し
て
転
生
〜
」
と
い
う
章
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
隠
さ
れ
て
い
る
主
語
が
「
私
」（「
俺
」
か

「
ワ
イ
」
か
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
は
特
定
し
難
い
と
し
て
も
）
の
一
人
称
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
読
み

違
え
る
人
は
恐
ら
く
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

何
故
な
ら
そ
こ
に
は
「
主
観
」
が
ま
ず
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
す
。「
暗
い
」「
見
え
な
い
」
と
い
っ
た

視
覚
情
報
に
接
し
た
瞬
間
、
あ
な
た
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
誰
か

0

0

を
当
然
、
思
い
浮
か
べ
る
は
ず

で
す
。

「
俺
」
と
い
う
一
人
称
が
登
場
し
、
事
情
説
明
を
始
め
る
の
は
そ
の
後
で
す
。
軽
く
ノ
リ
突
っ
込
み
な
ど

も
し
つ
つ
、
文
章
は
再
び
「
私
」
＝
「
俺
」
の
「
主
観
」
を
語
り
ま
す
。「
痛
み
は
な
い
」
こ
と
、「
快
適
」

な
こ
と
、「
寒
さ
も
暑
さ
も
感
じ
な
い
」
こ
と
、
そ
し
て
こ
こ
が
「
居
心
地
い
い
空
間
」
で
は
な
い
か
と
続

き
ま
す
。

　

つ
ま
り
導
入
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
私
」
が
今
、「
私
」
の
い
る
環
境
に
初
め
て
接
し
た
時
の
身
体

的
、
生
理
的
感
覚
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
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だ
か
ら
何
な
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
小
説
は
こ
の
よ
う
に
「
俺
」
だ
ろ
う
が

「
ワ
イ
」
だ
ろ
う
が
「
ア
タ
シ
」
だ
ろ
う
が
そ
の
一
人
称
の
呼
び
名
は
何
で
も
い
い
の
で
す
が
、「
私
」
と

「
私
」
の
外
の
世
界
の
接
続
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
始
ま
る
の
で
す
。
そ
し
て
「
私
」
は
そ
の
瞬
間
か
ら
「
私
」

と
「
世
界
」
と
の
遭
遇
の
実
況
中
継
を
開
始
す
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
こ
ん
な
小
説
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
吾わ

が

輩は
い

は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
。

　
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
頓と

ん

と
見け

ん

當と
う

が
つ
か
ぬ
。
何
で
も
暗
薄
い
じ
め
じ
め
し
た
所
で
ニ
ャ
ー
〳
〵

泣
い
て
居
た
事
丈だ

け

は
記
憶
し
て
居
る
。
吾
輩
は
こ
ゝ
で
始
め
て
人
間
と
い
ふ
も
の
を
見
た
。
然
も

あ
と
で
聞
く
と
そ
れ
は
書
生
と
い
ふ
人
間
で
一
番
獰ど

う

惡あ
く

な
種
族
で
あ
つ
た
さ
う
だ
。
此こ

の

書
生
と
い

ふ
の
は
時
々
我
々
を
捕
へ
て
煮
て
食
ふ
と
い
ふ
話
で
あ
る
。
然し

か

し
其そ

の

當と
う

時じ

は
何
と
い
ふ
考
も
な
か

つ
た
か
ら
別
段
恐
し
い
と
も
思
は
な
か
つ
た
。
但た

だ

彼
の
掌

て
の
ひ
らに

載
せ
ら
れ
て
ス
ー
と
持
ち
上
げ
ら
れ

た
時
何
だ
か
フ
ハ
フ
ハ
し
た
感
じ
が
有
つ
た
許ば

か

り
で
あ
る
。
掌
の
上
で
少
し
落
ち
付
い
て
書
生
の

顏
を
見
た
が
所
謂
人
間
と
い
ふ
も
の
ゝ
見み

始は
じ
めで

あ
ら
う
。
此
の
時
妙
な
も
の
だ
と
思
つ
た
感
じ
が

今
で
も
殘の

こ

つ
て
居
る
。�

（
夏
目
漱
石
「
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
」）
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あ
さ
、
眼
を
さ
ま
す
と
き
の
気
持
は
、
面
白
い
。
か
く
れ
ん
ぼ
の
と
き
、
押
入
れ
の
真
っ
暗
い

中
に
、
じ
っ
と
、
し
ゃ
が
ん
で
隠
れ
て
い
て
、
突
然
、
で
こ
ち
ゃ
ん
に
、
が
ら
っ
と
襖ふ

す
まを

あ
け
ら

れ
、
日
の
光
が
ど
っ
と
来
て
、
で
こ
ち
ゃ
ん
に
、「
見
つ
け
た
！
」
と
大
声
で
言
わ
れ
て
、
ま
ぶ
し

さ
、
そ
れ
か
ら
、
へ
ん
な
間
の
悪
さ
、
そ
れ
か
ら
、
胸
が
ど
き
ど
き
し
て
、
着
物
の
ま
え
を
合
せ

た
り
し
て
、
ち
ょ
っ
と
、
て
れ
く
さ
く
、
押
入
れ
か
ら
出
て
来
て
、
急
に
む
か
む
か
腹
立
た
し
く
、

あ
の
感
じ
、
い
や
、
ち
が
う
、
あ
の
感
じ
で
も
な
い
、
な
ん
だ
か
、
も
っ
と
や
り
き
れ
な
い
。
箱

を
あ
け
る
と
、
そ
の
中
に
、
ま
た
小
さ
い
箱
が
あ
っ
て
、
そ
の
小
さ
い
箱
を
あ
け
る
と
、
ま
た
そ

の
中
に
、
も
っ
と
小
さ
い
箱
が
あ
っ
て
、
そ
い
つ
を
あ
け
る
と
、
ま
た
、
ま
た
、
小
さ
い
箱
が
あ

っ
て
、
そ
の
小
さ
い
箱
を
あ
け
る
と
、
ま
た
箱
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
、
七
つ
も
、
八
つ
も
、
あ

け
て
い
っ
て
、
と
う
と
う
お
し
ま
い
に
、
さ
い
こ
ろ
く
ら
い
の
小
さ
い
箱
が
出
て
来
て
、
そ
い
つ

を
そ
っ
と
あ
け
て
み
て
、
何
も
な
い
、
か
ら
っ
ぽ
、
あ
の
感
じ
、
少
し
近
い
。
パ
チ
ッ
と
眼
が
さ

め
る
な
ん
て
、
あ
れ
は
嘘
だ
。
濁
っ
て
濁
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
澱で

ん

粉ぷ
ん

が
下
に
沈
み
、

少
し
ず
つ
上う

わ

澄ず
み

が
出
来
て
、
や
っ
と
疲
れ
て
眼
が
さ
め
る
。
朝
は
、
な
ん
だ
か
、
し
ら
じ
ら
し
い
。

悲
し
い
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
た
く
さ
ん
胸
に
浮
か
ん
で
、
や
り
き
れ
な
い
。
い
や
だ
。
い
や
だ
。
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朝
の
私
は
一
ば
ん
醜み

に
くい

。�

（
太
宰
治
「
女
生
徒
」）

　

言
う
ま
で
も
な
く
前
者
は
夏な

つ

目め

漱そ
う

石せ
き

「
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
」、
後
者
は
太だ

宰ざ
い

治お
さ
む「

女
生
徒
」
で
す
。
漱
石

の
「
猫
」
の
第
一
章
が
雑
誌
掲
載
さ
れ
た
の
は
１
９
０
５
（
明
治
38
）
年
、
太
宰
「
女
生
徒
」
は
１
９
３
９
（
昭

和
14
）
年
に
や
は
り
雑
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、「
ス
ラ
イ
ム
」
は
２
０
１
３
年
か
ら
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ

ト
上
で
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
書
か
れ
た
時
代
は
当
然
で
す
が
、
全
く
異
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
意
識
の
如
き
も
の
が
目
覚
め
、
そ
し
て
そ
の
意
識
と
た
っ
た
今
、
接
触
し
て
い
る
環
境
の
様
子

が
「
私
」（
一
人
称
）
で
語
ら
れ
て
い
る
点
で
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
猫
と
し
て
の
「
吾
輩
」
は
「
薄
暗

い
じ
め
じ
め
し
た
所
」
が
最
初
の
記
憶
で
あ
り
、
太
宰
の
「
女
生
徒
」
の
「
私
」
は
「
あ
さ
、
眼
を
さ
ま

す
と
き
」
の
「
押
入
れ
の
真
っ
暗
い
中
に
、
じ
っ
と
、
し
ゃ
が
ん
で
隠
れ
て
い
て
」
と
、
ま
ず
、「
闇
」
の

よ
う
な
状
況
か
ら
始
ま
る
点
も
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
私
」
の
意
識
が
「
私
」
と
い
う
主
観
を
発
動
さ

せ
る
に
は
闇
の
中
か
ら
始
め
る
と
い
う
の
が
い
わ
ば
「
約
束
ご
と
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
約
束
ご
と
」
と
ま
で
書
く
の
は
太
宰
と
漱
石
以
外
に
も
山
程
の
例
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
う
い
う
言
い

方
を
す
る
と
脊
髄
反
射
的
に
「
パ
ク
リ
」
と
い
う
語
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

小
説
、
文
学
、
物
語
と
は
「
形
式
」
そ
の
も
の
の
名
前
で
す
。
そ
し
て
一
つ
一
つ
の
作
品
は
そ
の
繰
り
返
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し
と
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
「
約
束
ご
と
」
へ
の
批
判
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
の
「
批
判
」

と
い
う
の
は
類
似
し
た
形
式
を
「
パ
ク
リ
」
と
批
難
す
る
こ
と
で
な
く
、
一
つ
の
書
き
方
に
無
自
覚
な
ま

ま
作
者
が
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
問
題
提
起
を
意
味
し
ま
す
。
こ
う
い
う
表
現
を
縛
る
「
約

束
ご
と
」
を
「
疑
う
」
こ
と
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
述
べ
た
よ
う
に
「
批
評
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
ｗ
ｅ
ｂ
を
検
索
し
て
い
く
と
「
猫
」
や
「
女
生
徒
」
に
つ
い
て
、「
パ
ク
リ
疑
惑
」
と
い
う

い
さ
さ
か
物
々
し
い
文
字
列
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
り
も
し
ま
す
。

　

漱
石
の
「
猫
」
が
19
世
紀
初
頭
の
作
家
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
の
小
説
「
牡お

す

猫ね
こ

ム
ル
の
人
生
観
」
の
影

響
下
に
あ
る
こ
と
は
文
学
研
究
の
領
域
で
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
明
治
期
の

日
本
文
学
の
多
く
は
西
欧
の
文
学
の
翻
案
で
す
。
元
の
小
説
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
幾
許
か
の
ア
レ
ン
ジ

を
加
え
、
そ
の
度
合
に
よ
っ
て
は
今
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
か
ら
い
え
ば
「
盗
用
」
に
近
い
も
の
も
含
ま

れ
は
し
ま
す
。
元
の
作
者
名
を
表
示
し
な
か
っ
た
り
、
序
文
等
で
そ
の
旨
を
断
り
つ
つ
奥
付
に
は
翻
案
し

た
当
人
の
名
し
か
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
書
き
換
え
や
語
り
直
し
が
「
創
作
」
の
本

質
だ
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば
ホ
フ
マ
ン
の
「
牡
猫
」
は
こ
う
「
私
」
を
語
り
ま
す
。
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余
が
こ
の
世
の
光
を
眼
に
し
た
場
所
が
、（
中
略
）
い
ま
憶
い
だ
そ
う
と
し
て
も
ま
っ
た
く
暗
黒
の
追

憶
に
し
か
す
ぎ
ず
、
た
だ
ぼ
ん
や
り
と
余
の
ま
わ
り
で
唸
る
よ
う
な
、
鼻
息
の
よ
う
な
音
色
が
ひ

び
い
て
い
た
こ
と
だ
け
を
記
憶
し
て
い
る
が
、
あ
れ
は
長
じ
て
の
ち
余
じ
し
ん
、
憤
怒
に
身
を
圧

せ
ら
れ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
我
が
意
に
反
し
て
お
の
ず
と
わ
き
お
こ
っ
て
く
る
声
と
お
な
じ
も
の
で

あ
る
。�

（
ホ
フ
マ
ン
著
／
深
田
甫
訳
「
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
」、『
ホ
フ
マ
ン
全
集
』
第
七
巻
、
創
土
社
）

　

暗
闇
の
中
で
猫
で
あ
る
「
余
」
の
意
識
が
動
き
出
す
、
と
い
う
点
で
漱
石
と
重
な
り
ま
す
。「
猫
」
に

「
私
」
を
語
ら
せ
る
と
い
う
趣
向
が
何
よ
り
も
一
致
し
ま
す
。

　

し
か
し
「
猫
」
に
は
漱
石
が
新
た
に
付
け
加
え
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
あ
ま
り
に
有
名
な
「
吾

輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
」
の
導
入
の
一
節
で
す
。
そ
の
一
文
に
よ
っ
て
「
猫
」
と
い
う
「
私
」

な
ど
存
在
し
よ
う
の
な
い
も
の
に
「
私
」
を
代
入
し
て
み
る
と
い
う
思
考
実
験
に
こ
の
小
説
の
主
旨
は
変

わ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
猫
」
は
「
私
」
を
疑
う
小
説
と
し
て
目
論
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
何
故
、

そ
の
よ
う
な
思
考
実
験
が
必
要
か
と
い
う
と
、
こ
の
時
、
明
治
の
若
者
は
「
私
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て

興
味
津
々
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
本
書
を
通
じ
て
説
明
し
て
い
き
ま
す
が
、
あ
な
た
が
考
え
る
よ
り
も
こ
の

「
私
」
と
い
う
、
あ
な
た
や
私
が
使
う
一
人
称
の
主
語
の
あ
り
方
は
新
し
い
習
慣
な
の
で
す
。
そ
の
こ
と
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は
、
こ
の
小
説
の
書
か
れ
た
当
時
は
「
私
と
は
何
か
」
と
悩
む
こ
と
が
明
治
青
年
の
流
行
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
「
猫
」
の
書
か
れ
る
２
年
前
の
１
９
０
３
（
明
治
36
）
年
、
藤ふ

じ

村む
ら

操み
さ
おと

い
う
16
歳
の
青
年
が
日
光

の
華け

厳ご
ん

の
滝
の
傍
ら
に
あ
る
ミ
ズ
ナ
ラ
の
木
に
以
下
の
よ
う
な
遺
書
を
刻
み
、
自
死
し
ま
す
。

　
巌
頭
之
感

　
悠
々
た
る
哉か

な

天て
ん

壤じ
ょ
う、

遼り
ょ
う

々り
ょ
うた

る
哉
古
今
、
五
尺
の
小
軀
を
以
て

　
此
大
を
は
か
ら
む
と
す
。
ホ
レ
ー
シ
ョ
の
哲
學
竟つ

い

に
何
等
の

　
オ
ー
ソ
リ
チ
ィ
ー
を
價あ

た
いす

る
も
の
ぞ
。
萬
有
の

　
眞
相
は
唯
だ
一
言
に
し
て
悉つ

く

す
、
曰
く
、「
不
可
解
」。

　
我
こ
の
恨う

ら
みを

懐
い
て
煩
悶
、
終つ

い

に
死
を
決
す
る
に
至
る
。

　
既
に
巌
頭
に
立
つ
に
及
ん
で
、
胸
中
何
等
の

　
不
安
あ
る
な
し
。
始
め
て
知
る
、
大
な
る
悲
觀
は

　
大
な
る
樂
觀
に
一
致
す
る
を
。
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そ
の
死
の
真
相
は
哲
学
的
な
も
の
か
ら
失
恋
ま
で
諸
説
あ
り
ま
す
が
、「
萬
有
の
眞
相
」、
つ
ま
り
世
界

の
成
り
立
ち
が
「
不
可
解
」、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
の
で
「
我
こ
の
恨
を
懐
い
て
煩
悶
」、
つ
ま
り
「
私
」

は
悩
み
悶
絶
し
た
、
と
自
殺
の
動
機
め
い
た
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

「
萬
有
の
眞
相
」
が
何
で
あ
る
か
は
さ
て
お
き
、
そ
こ
に
は
「
煩
悶
」
し
「
死
を
決
す
る
」
私
が
あ
か
ら

さ
ま
に
い
ま
す
。「
萬
有
」
と
は
「
我
」
を
と
り
巻
く
も
の
で
す
。「
私
」
を
と
り
巻
く
も
の
と
の
関
わ
り

方
を
「
猫
」
に
限
ら
ず
、「
文
学
」
が
語
り
始
め
る
時
に
ま
ず
描
写
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
み

て
下
さ
い
。
つ
ま
り
「
近
代
文
学
」
と
は
「
私
」
の
こ
の
よ
う
な
自
殺
志
願
者
の
如
き
問
い
と
密
接
に
関

わ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
藤
村
操
は
「
私
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
語
り
あ
ぐ
ね
死
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
実
は
こ
の
藤
村
は
第
一
高
等
学
校
（
今
の
東
京
大
学
教
養
学
部
な
ど
の
前
身
で
す
）
の
生
徒
で
彼

の
英
語
教
師
が
漱
石
そ
の
人
で
し
た
。
漱
石
は
藤
村
の
自
死
前
に
彼
を
些
細
な
こ
と
で
𠮟
責
し
た
こ
と
を

悔
や
ん
で
い
た
、
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ホ
フ
マ
ン
の
翻
案
と
し
て
の
「
猫
」
が
書
か
れ
た
そ
の

タ
イ
ミ
ン
グ
は
偶
然
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
は
思
い
ま
す
。
事
実
、「
猫
」
に
は
以
下
の
く
だ
り
が
あ
り

ま
す
。
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武
右
衛
門
君
は
悄し

ょ
う

然ぜ
ん

と
し
て
薩
摩
下
駄
を
引
き
ず
つ
て
門
を
出
た
。
可か

愛わ
い

想そ
う

に
。
打
ち
や
つ
て
置

く
と
巖が

ん

頭と
う

の
吟ぎ

ん

で
も
書
い
て
華け

嚴ご
ん
の

瀧た
き

か
ら
飛
び
込
む
か
も
知
れ
な
い
。�

（
夏
目
漱
石
「
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
」）

「
猫
」
の
飼
い
主
の
作
家
の
学
生
が
恋
愛
に
煩
悶
す
る
様
を
「
猫
」
が
描
写
し
た
く
だ
り
で
す
。
青
年
は

頭
部
が
大
き
い
「
毯
栗
頭
」
に
設
定
し
て
あ
っ
て
、
事
件
を
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
し
た
と
ま
で
は
言
え

ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
「
猫
」
が
藤
村
の
自
死
と
無
縁
で
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
個
人
的
に

は
藤
村
の
死
に
落
ち
込
み
つ
つ
、
し
か
し
彼
が
拘こ

う

泥で
い

し
た
「
私
」
を
「
猫
」
に
代
入
す
る
こ
と
で
漱
石
は

そ
れ
を
一
方
で
は
疑
っ
て
み
せ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

漱
石
は
し
か
し
藤
村
の
「
問
い
」
を
全
く
無
意
味
だ
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
猫
」

に
「
私
」
を
与
え
る
一
方
で
、「
名
前
は
ま
だ
無
い
」
と
「
名
前
」
よ
り
も
以
前
に
「
私
」
が
あ
る
と
語
っ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
私
」
と
い
う
問
い
の
主
体
を
漱
石
は
世
界
の
始
ま
り
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
漱
石
な
り
の
答
え
と
も
言
え
ま
す
。

　

一
方
、
太
宰
の
「
女
生
徒
」
に
も
下
敷
き
と
な
っ
た
文
章
が
存
在
し
ま
す
。
太
宰
の
女
性
一
人
称
小
説

と
し
て
は
「
燈
籠
」（
１
９
３
７
年
）
の
方
が
早
い
の
で
す
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
一
人
称
は
「
女
生
徒
」
ほ
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ど
に
は
生
き
生
き
と
し
て
い
な
い
と
い
う
印
象
な
の
で
す
。
文
章
か
ら
だ
け
受
け
る
印
象
だ
と
男
性
一
人

称
と
し
て
読
ん
で
も
可
能
な
気
が
し
ま
す
。

　

対
し
て
「
女
生
徒
」
が
生
き
生
き
と
し
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
そ
れ
は
こ
の
小
説
に
「
下
敷
き
」
が
あ

る
か
ら
で
す
。
そ
の
所
在
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
太
宰
の
資
料
を
多
く
所
蔵
す

る
青
森
県
近
代
文
学
館
よ
り
公
刊
さ
れ
て
い
て
誰
で
も
入
手
で
き
ま
す
。
下
敷
き
と
な
っ
た
の
は
有あ

り

明あ
け

淑し
ず

と
い
う
当
時
、
洋
裁
学
校
に
通
っ
て
い
た
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
生
ま
れ
の
女
性
の
日
記
で
す
。
日
記
は
１

９
３
８
年
４
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
市
販
の
日
記
帳
に
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
、
ノ
ー
ト
に
こ
れ
以
上
書
く

余
白
が
無
く
な
っ
た
時
、
太
宰
宛
に
郵
送
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
両
者
の
綿
密
な
比
較
に
よ
っ
て
「
女
生
徒
」

の
「
冒
頭
・
結
末
・
中
間
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
以
外
」
は
有
明
淑
の
日
記
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
た
再
構
成
と
い

う
の
が
研
究
者
の
一
致
し
た
見
方
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

日
記
の
書
き
出
し
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

此
の
雜
記
帳
、
昨
日
買
つ
て
き
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
か
ら
は
、
始
終
、
何
ん
だ
か
嬉
し
く
て
た

ま
ら
な
い
。
お
掃
除
す
る
の
も
、
御
飯
の
後
片
附
す
る
時
も
、
電
車
に
乗
つ
て
い
る
時
も
、
楽
し

い
気
持
で
い
つ
ぱ
い
だ
。
お
か
し
い
け
ど
、
誇
り
を
持
つ
事
が
出
来
た
様
な
と
く
〳
〵
と
し
た
気
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持
。
働
く
事
が
楽
し
く
元
気
に
溢
れ
る
。

何
か
書
き
た
い
と
思
つ
て
い
た
事
が
、
こ
の
雜
記
帳
一
冊
で
、
や
っ
と
解
決
出
来
た
様
で
、
こ
の

ノ
ー
ト
見
て
い
る
と
、
笑
ひ
た
く
な
る
。
日
記
の
他
に
、
書
く
事
は
、
女
學
校
時
代
綴
方
の
他
に

は
無
い
。

一
体
、
ペ
チ
ャ
ペ
チ
ャ
こ
ん
な
に
書
い
て
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
お
か
し
な
事
を
空
想
し

て
い
る
時
が
あ
る
。
こ
れ
を
う
ん
と
書
い
て
、
安
つ
ぽ
い
雜
誌
で
も
い
ゝ
、

�

（
青
森
県
立
図
書
館
・
青
森
県
近
代
文
学
館
編
『
有
明
淑
の
日
記
』）

　

こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
日
記
を
書
く
た
め
の
「
雑
記
帳
」
を
買
っ
た
喜
び
で
す
。
注
意
す
べ
き
な
の
は

日
記
帳
を
手
に
入
れ
て
書
く
こ
と
を
想
像
す
る
だ
け
で
彼
女
の
中
に
「
誇
り
」
が
芽
生
え
る
こ
と
で
す
。

「
私
」
と
い
う
一
人
称
は
こ
こ
で
は
隠
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
「
書
く
こ
と
」
で
彼
女
が
彼
女
で
あ
る

根
拠
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
「
書
く
」
こ
と
で
「
私
」
が
現
わ
れ

る
よ
う
な
感
覚
は
と
て
も
重
要
で
す
。

　

し
か
し
「
日
記
」
に
あ
る
よ
う
な
、
書
く
こ
と
で
「
私
」
が
現
わ
れ
る
と
い
う
有
明
の
感
覚
は
、
太
宰

に
よ
っ
て
、
既
に
見
た
目
覚
め
か
ら
始
ま
る
文
学
の
約
束
ご
と
に
従
い
書
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
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つ
ま
り
、
太
宰
の
「
女
生
徒
」
は
有
明
の
四
ヶ
月
間
の
日
記
を
「
私
」
が
朝
目
覚
め
、
月
夜
の
夜
、
眠

り
に
つ
く
ま
で
の
一
日
の
出
来
事
と
し
て
並
べ
変
え
て
い
る
の
で
す
。
太
宰
が
冒
頭
で
有
明
の
日
記
で
は

な
く
闇
か
ら
目
覚
め
る
私
の
意
識
を
以
て
始
め
る
こ
と
に
し
た
の
は
こ
の
時
既
に
成
立
し
て
い
た
「
文
学

の
様
式
」
に
忠
実
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
言
い
換
え
る
と
「
近
代
文
学
」
に
日
記
を
つ
く
り
変
え
る
た
め

に
は
こ
の
よ
う
な
加
工
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
改
変
の
結
果
、
有
明
の
「
私
」
は
ど
う
姿
を
変
え
て
し
ま
っ
た
の
か
は
次
章
で
触
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
様
式
が
そ
の
後
の
近
代
文
学
で
も
続
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
い
く
つ
も
の
例

が
示
せ
ま
す
。

　
ど
う
説
き
聞
か
さ
れ
て
も
、
ま
た
、
ど
う
笑
い
去
ら
れ
て
も
、
私
に
は
自
分
の
生
れ
た
光
景
を

見
た
と
い
う
体
験
が
信
じ
ら
れ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
が
私

に
話
し
て
き
か
せ
た
記
憶
か
ら
か
、
私
の
勝
手
な
空
想
か
ら
か
、
ど
ち
ら
か
だ
っ
た
。
が
、
私
に

は
一
箇
所
だ
け
あ
り
あ
り
と
自
分
の
目
で
見
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
産う

ぶ

湯ゆ

を

使
わ
さ
れ
た
盥た

ら
いの

ふ
ち
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
下
し
た
て
の
爽
や
か
な
木
肌
の
盥
で
、
内
が
わ
か
ら

見
て
い
る
と
、
ふ
ち
の
と
こ
ろ
に
ほ
ん
の
り
と
光
り
が
さ
し
て
い
た
。（
中
略
）
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――
こ
の
記
憶
に
と
っ
て
、
い
ち
ば
ん
有
力
だ
と
思
わ
れ
た
反
駁
は
、
私
の
生
れ
た
の
が
昼
間

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
午
後
九
時
に
私
は
生
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
射
し
て
く
る
日
光
の

あ
ろ
う
筈
は
な
か
っ
た
。
で
は
電
燈
の
光
り
だ
っ
た
の
か
、
そ
う
か
ら
か
わ
れ
て
も
、
私
は
い
か

に
夜
中
だ
ろ
う
と
そ
の
盥
の
一
箇
所
に
だ
け
は
日
光
が
射
し
て
い
な
か
っ
た
で
も
あ
る
ま
い
と
考

え
る
背
理
の
う
ち
へ
、
さ
し
た
る
難
儀
も
な
く
歩
み
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
盥
の
ゆ
ら
め

く
光
り
の
縁
は
、
何
度
と
な
く
、
た
し
か
に
私
の
見
た
私
自
身
の
産
湯
の
時
の
も
の
と
し
て
、
記

憶
の
な
か
に
揺よ

う

曳え
い

し
た
。�

（
三
島
由
紀
夫
「
仮
面
の
告
白
」）

　

こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
る
書
き
出
し
で
三み

島し
ま

由ゆ

紀き

夫お

の
「
仮
面
の
告
白
」
で
す
ね
。

　

こ
こ
で
も
生
ま
れ
落
ち
た
そ
の
瞬
間
か
ら
、
ま
る
で
「
猫
」
の
よ
う
に
「
私
」
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
や
は
り
「
名
」
よ
り
前
に
「
私
」
が
あ
る
わ
け
で
す
。「
猫
」
と
三
島
を
一
緒
に
す
る

な
、
と
言
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
次
の
例
は
「
犬
」
で
す
。

「
は
つ
き
り
　
し
て
は
ゐ
な
い
が
　
な
ん
で
も
覺
え
て
　
ゐ
る
の
は
　
箱
の
蓋
に
　
の
つ
て
　
川

に
流
さ
れ
て
　
ゐ
た
こ
と
で
す
」
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「
お
母
さ
ん
の
　
こ
と
も
兄
弟
の
こ
と
　
も
、
今
と
な
つ
て
は
　

ど
う
し
て
も
思
ひ
出
　
せ
な
い
。
目
に
浮
か
　
ぶ
の
は
あ
の
冷
た

い
川
　
の
水
の
色
だ
け
」

「
鼠
の
死
ん
だ
の
や
　
大
根
の
尻
尾
　
そ
ん
な
も
の
と
一
緒
に
　

ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
　
流
さ
れ
て
行
く
　
ひ
つ
く
り
返
つ
た

ら
　
僕
も
犬
の
死
ん
だ
の
に
　
な
つ
て
や
つ
ぱ
り
　
流
さ
れ
て
行

く
　
の
で
す
　
心
細
い
か
ぎ
り
　
で
す
」

�

（
田
河
水
泡
「
の
ら
く
ろ
小
犬
時
代
」）

　

こ
れ
は
「
小
説
」
で
は
な
く
「
ま
ん
が
」
か
ら
の
引
用
で
す
。
田た

河が
わ

水す
い

泡ほ
う

の
「
の
ら
く
ろ
小
犬
時
代
」（
１
９
３
５
年
）〈
図
1
〉
と
い
う
作
品
で
す
。

「
の
ら
く
ろ
」
は
戦
時
下
に
描
か
れ
た
ま
ん
が
作
品
で
す
が
、
作
者
・
田
河
水
泡
は
実
は
大
正
期
新
興
美
術

運
動
に
参
加
し
た
、
今
で
言
う
「
現
代
ア
ー
ト
」
の
人
で
す
。
し
か
も
彼
と
私
生
活
上
の
交
流
が
あ
っ
た

の
は
文
芸
批
評
家
の
小こ

林ば
や
し

秀ひ
で

雄お

や
詩
人
の
中な

か

原は
ら

中ち
ゅ
う

也や

と
い
っ
た
人
々
で
、
田
河
は
小
林
の
妹
と
結
婚
し

ま
す
。
昭
和
初
頭
の
時
代
は
「
ま
ん
が
」
と
「
ア
ー
ト
」
と
「
文
学
」
が
今
考
え
る
ほ
ど
人
脈
で
も
仕
事

〈図1〉　田河水泡「のらくろ小犬時代」（『少年俱樂部二十二巻第
七號附錄』昭和 10年、大日本雄弁会講談社）
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の
あ
り
方
で
も
遠
い
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
の
ら
く
ろ
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
当
時
流
行

し
て
い
た
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
や
フ
ィ
リ
ッ
ク
ス
・
ザ
・
キ
ャ
ッ
ト
と
い
っ
た
ハ
リ
ウ
ッ
ド
産
の
ト
ー
キ
ー

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
類
型
的
な
描
き
方
を
踏
ま
え
て
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
出

版
社
の
人
の
ア
イ
デ
ア
で
、
ヒ
ッ
ト
作
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
パ
タ
ー
ン
を
真
似
よ
う
ぜ
、
ぐ
ら
い
の
感
覚
で

す
。
し
か
し
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
す
が
、
小
林
秀
雄
が
こ
の
類
型
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
「
私
」

の
関
係
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
ま
す
。

人
間
の
類
型
し
か
描
け
て
い
な
い
と
小
説
で
非
難
さ
れ
る
、
そ
の
類
型
が
、
漫
画
家
に
は
必
要
で

あ
る
。
こ
の
類
型
に
、
命
を
吹
き
込
め
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
話
は
は
っ
き
り
し
て
来
る
。
例

え
ば
、
横
山
君
が
、「
フ
ク
ち
ゃ
ん
」
に
、
自
己
の
全
部
を
賭
け
る
、
そ
の
賭
け
方
も
は
っ
き
り
し

た
も
の
に
な
る
。
漫
画
家
は
、
自
己
を
な
し
崩
し
に
語
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

�

（
小
林
秀
雄
「
考
え
る
ヒ
ン
ト
」）

「
フ
ク
ち
ゃ
ん
」
も
「
の
ら
く
ろ
」
と
並
ぶ
戦
前
を
代
表
す
る
ま
ん
が
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
。

　

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
は
そ
も
そ
も
「
類
型
」
の
表
現
で
す
。
そ
れ
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
於お

い
て
も
行
動
様
式
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に
於
い
て
も
で
す
。
ま
ん
が
の
「
の
ら
く
ろ
」
は
当
初
は
小
犬
で
す
。
そ
の
小
犬
が
軍
隊
に
拾
わ
れ
て
軍

人
に
な
り
ま
す
が
、
子
供
っ
ぽ
い
悪
戯
を
繰
り
返
し
ま
す
。「
軍
人
」
な
の
で
主
人
公
が
出
世
を
す
る
、
つ

ま
り
成
長
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
実
は
「
の
ら
く
ろ
」
と
ミ
ッ
キ
ー
の
違
う
点
で
す
が
、
少
し
出
世
し
た

「
の
ら
く
ろ
」
は
戦
争
で
機
転
や
頓と

ん

知ち

で
困
難
を
乗
り
越
え
ま
す
。
そ
れ
も
ミ
ッ
キ
ー
や
フ
ィ
リ
ッ
ク
ス
な

ど
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
類
型
」
的
な
属
性
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
田
河
の
義
兄
・
小
林
秀
雄
は
「
ま
ん
が
」
に
類
型
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
類
型
に
「
命

を
吹
き
込
む
」
の
が
「
漫
画
家
」
の
仕
事
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、「
命
を
吹
き
込
む
」
と
は
「
自
己

を
語
る
」
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。「
自
己
を
な
し
崩
し
に
語
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
小
林
が
語
る
の

は
彼
が
文
学
が
し
ば
し
ば
「
な
し
崩
し
」
に
自
己
を
語
っ
て
い
る
と
批
判
的
に
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
、「
私
」
を
だ
ら
し
な
く
垂
れ
流
し
て
い
る
「
文
学
」
が
あ
る
こ
と
に
小
林
は
批
判
的
な
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
「
漫
画
」
の
類
型
に
「
私
」
を
代
入
す
る
と
そ
う
い
う
失
敗
を
逃
れ
る
、
と
小
林
は
言
い
ま
す
。

田
河
は
日
本
の
近
代
小
説
の
歴
史
に
於
い
て
様
々
な
「
私
」
か
ら
語
り
始
め
た
文
芸
の
書
き
手
の
中
で
も
、

漱
石
と
同
様
に
「
私
」
に
は
容
れ
物
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
自
覚
的
で
す
。
容
れ
物
と
は
言
う

ま
で
も
な
く
「
名
前
も
ま
だ
な
い
猫
」
や
「
の
ら
く
ろ
」
と
い
う
犬
で
す
。
そ
こ
に
「
私
」
を
語
る
意
識

の
よ
う
な
も
の
を
代
入
し
た
時
、
生
ま
れ
る
の
が
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
で
す
。
中
で
も
外
見
を
絵
で
表
現
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し
た
存
在
に
「
私
」
を
代
入
し
た
瞬
間
に
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

日
本
の
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
が
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
な
ど
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
違
っ

て
見
え
る
の
は
、
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
代
入
さ
れ
る
「
私
」
が
か
な
り
強
固
に
、
言
う
な
れ
ば
「
文
学
」

が
描
く
「
私
」
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
力
が
あ
る
か
ら
で
す
。
よ
く
ぼ
く
は
ミ
ッ
キ
ー
は
人
生
悩
ん
で
リ
ス

ト
カ
ッ
ト
し
た
り
し
な
い
が
、
日
本
の
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
「
中
二
病
」
と
揶
揄
さ
れ

る
ほ
ど
に
あ
れ
こ
れ
と
悩
む
よ
ね
、
と
い
う
話
を
し
ま
す
。
そ
れ
も
同
じ
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
私
」
を
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
に
代
入
し
て
し
ま
う
と
い
う
手
法
を
「
の
ら
く
ろ
小
犬
時

代
」
は
い
さ
さ
か
極
端
な
形
で
行
い
ま
し
た
が
、
絵
で
描
か
れ
た
愛
ら
し
い
小
犬
と
彼
が
語
る
壮
絶
な
生

い
立
ち
の
間
に
思
い
の
外ほ

か

、
齟
齬
は
生
じ
ま
せ
ん
。

　

だ
か
ら
「
近
代
文
学
」
も
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
と
同
じ
よ
う
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
代
入
さ
れ
る
「
私
」
を

描
く
点
で
「
同
じ
」
な
ん
だ
よ
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
ぼ
く
が
ず
い
ぶ
ん
昔
、『
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説

の
作
り
方
』
で
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
今
回
は
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
」
で
は
な
く
「
文
学
国
語
」
の
入
門
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
の
「
私
」
と
い
う
も
の
の
語
ら
れ
方
に
つ
い
て
も
う
少
し
深
く
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

何
故
な
ら
「
近
代
文
学
」
は
こ
の
「
私
」
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
か
ら
で
す
。
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小
林
秀
雄
が
「
自
己
を
な
し
崩
し
に
語
る
」
と
皮
肉
め
い
て
言
う
よ
う
に
、「
私
」
と
い
う
一
人
称
は
こ

れ
を
使
っ
て
文
章
を
書
き
始
め
る
人
を
い
さ
さ
か
冗
舌
に
し
ま
す
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
引
用
し
た
一
人
称

の
「
私
」
は
書
か
れ
た
時
代
は
違
い
ま
す
が
、
い
っ
た
ん
語
り
出
し
た
ら
止
ま
ら
な
い
、
と
い
う
印
象

で
す
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
私
」
が
冗
舌
に
語
る
こ
の
「
日
本
語
」
は
い
つ
ど
の
よ
う
に

出
来
上
が
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
「
日
本
語
」
と
い
う
場
合
に
実
は
二
つ
の
要
素
が
あ
り
ま
す
。
ひ

と
つ
は
い
ま
ま
で
み
て
き
た
「
私
」
と
い
う
発
話
の
主
体
の
あ
り
方
。
も
う
一
つ
は
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る

文
章
の
口
語
的
な
形
式
で
す
。
今
、
こ
の
本
の
文
章
も
含
め
私
た
ち
が
書
き
話
す
後
者
の
意
味
で
の
「
日

本
語
」
は
恐
ら
く
江
戸
時
代
の
終
わ
り
ぐ
ら
い
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
文
芸
批
評
家
の
江え

藤と
う

淳じ
ゅ
んは

後
に
勝か

つ

海か
い

舟し
ゅ
うの

父
親
が
１
８
４
３
（
天
保
14
年
）
に

書
い
た
文
章
を
引
用
し
て
い
ま
す
。

　
お
れ
ほ
ど
の
馬
鹿
な
者
は
世
の
中
に
も
あ
ん
ま
り
有
る
ま
い
と
お
も
ふ
。
故
に
孫
や
ひ
こ
の
為

に
は
な
し
て
き
か
せ
る
が
、
能よ

く
不
法
も
の
、
馬
鹿
者
の
い
ま
し
め
に
す
る
が
い
ゝ
ぜ
。
お
れ
は

妾
の
子
で
、
は
は
親
が
お
や
ぢ
の
気
に
ち
が
つ
て
、
お
ふ
く
ろ
の
内
で
生
ま
れ
た
。
夫そ

れ

を
本
と
ふ
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の
お
ふ
く
ろ
が
引
と
つ
て
、
う
ば
で
そ
だ
て
て
く
れ
た
が
、
が
き
の
じ
ぶ
ん
よ
り
わ
る
さ
斗ば

か

り
し

て
、
お
ふ
く
ろ
も
こ
ま
つ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
と
。
夫そ

れ

に
お
や
ぢ
が
日に

つ

き
ん
の
勤
め
故
に
、
内
に
は

い
な
ゐ
か
ら
、
毎
日
〳
〵
わ
が
ま
ま
計ば

か

り
い
ふ
て
、
強
情
故
み
ん
な
が
も
て
あ
つ
か
つ
た
、
と
用

人
の
利
平
次
と
云い

ふ

ぢ
ゞ
い
が
は
な
し
た
。�

（
勝
小
吉
「
夢
酔
独
言
」）

　

こ
の
人
物
も
ま
た
「
お
れ
」
を
一
人
称
に
し
て
自
分
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。
少
し
意
味
の

と
り
に
く
い
言
い
回
し
が
あ
る
に
せ
よ
、
１
８
０
年
前
の
文
章
で
す
が
「
古
文
」
の
教
科
書
に
出
て
く
る

仮
名
交
じ
り
の
文
章
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
読
み
や
す
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
勝
の
父
親
な
る
人
物
は
「
無
学
」
で
「
む
づ
か
し
い
事
」
を
知
ら
な
か
っ
た
と
自
分
で
も
言
い
ま

す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
人
の
文
章
が
今
の
あ
な
た
た
ち
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
が

自
分
の
話
し
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
に
文
章
に
書
い
た
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
あ
な
た
た
ち
に
と
っ
て
は
ひ
ど
く
読
み
に
く
い
「
古
文
」
の
仮
名
交
じ
り
文
は
「
候

そ
う
ろ
う

文ぶ
ん

」
と
言
い
ま
す
。
幾い

く

許ば
く

か
の
教
養
が
あ
れ
ば
手
紙
や
日
記
の
類
は
「
候
文
」
で
書
か
れ
ま
し
た
。
役
人

た
ち
の
記
録
、
公
文
書
も
そ
う
で
す
。
和
歌
や
近
世
の
劇
作
の
類
、
つ
ま
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
候
文
よ
り

は
く
だ
け
て
い
ま
す
が
「
古
文
」
で
す
。「
話
す
」
の
で
は
な
く
「
語
る
」
の
に
近
い
形
式
化
さ
れ
た
こ
と
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ば
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
、
や
は
り
「
古
典
」
と
し
て
学
校
で
学
ぶ
「
漢
文
」
は
と
い
え
ば
、

歴
史
書
や
漢
詩
と
い
っ
た
文
学
を
書
く
の
に
用
い
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
「
話
し
こ
と
ば
」
と
は
違
う
形
式
の
「
書
き
こ
と
ば
」
が
存
在
し
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
「
書

き
こ
と
ば
」
を
知
ら
な
か
っ
た
勝
の
父
は
「
話
し
こ
と
ば
」
を
そ
の
ま
ま
に
文
章
に
書
い
た
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
文
章
の
あ
り
方
を
「
言
文
一
致
体
」
と
言
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
最
初
に
誤
解
の
な
い
よ
う
に
記
し
て
お
け
ば
、
勝か

つ

小こ

吉き
ち

は
言
文
一
致
体
の
発
案
者
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
話
し
こ
と
ば
の
書
き
こ
と
ば
へ
の
置
き
換
え
が
、
小
説
の
た
め
の
新
し
い
こ
と
ば
を
つ
く
り

変
え
よ
う
と
す
る
文
学
運
動
と
な
る
の
は
も
う
少
し
後
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
話
し
こ
と

ば
を
文
字
化
す
る
と
い
う
発
想
は
「
文
学
」
的
動
機
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

１
８
９
０
（
明
治
23
）
年
に
帝
国
議
会
の
開
設
を
す
る
旨
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
国
会
議
事
録
の
製
作
の
た

め
「
速
記
術
」
が
注
目
を
浴
び
ま
す
。
速
記
者
と
い
う
新
し
い
職
業
が
誕
生
し
、
そ
の
新
し
い
技
能
を
学

ぶ
テ
キ
ス
ト
や
講
習
会
が
企
画
さ
れ
ま
す
。
そ
の
時
、
講
習
会
で
速
記
術
を
身
に
つ
け
た
若わ

か

林ば
や
し

玵か
ん

蔵ぞ
う

と
い

う
人
が
当
時
の
人
気
落
語
家
・
三さ

ん

遊ゆ
う

亭て
い

円え
ん

朝ち
ょ
うの

『
怪
談
牡ぼ

丹た
ん

燈ど
う

籠ろ
う

』
を
速
記
し
た
冊
子
を
刊
行
し
ま
し
た
。

円
朝
の
話
は
十
五
日
で
ひ
と
ま
と
ま
り
の
形
で
あ
り
、
そ
の
一
席
を
一
回
分
と
し
て
週
刊
ペ
ー
ス
で
出
版
、

こ
れ
が
大
い
に
人
気
を
集
め
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
冊
子
の
表
紙
に
は
「
三
遊
亭
円
朝
演
術
」「
若

36



林
玵
蔵
筆
記
」
と
あ
り
ま
す
。「
筆
記
」、
つ
ま
り
速
記
者
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
明
治
17
（
１

８

８

４
）
年
の
こ
と
で
す
。

　

翌
年
に
は
社
会
派
の
講
談
師
で
後
に
人
気
を
集
め
る
松し

ょ
う

林り
ん

伯は
く

円え
ん

が
『
安あ

ん

政せ
い

三み
つ

組ぐ
み

盃
さ
か
ず
き』

も
速
記
本
と
し

て
刊
行
、
こ
の
「
速
記
」
に
よ
る
講
談
や
落
語
は
新
聞
雑
誌
で
も
人
気
を
博
し
て
、
一
方
で
は
講
談
の
語

り
口
に
似
せ
て
書
く
「
立た

つ

川か
わ

文
庫
」
シ
リ
ー
ズ
な
ど
「
書
き
講
談
」
も
人
気
を
集
め
ま
す
。
こ
こ
に
目
を

つ
け
て
１
９
１
１
（
明
治
44
）
年
に
創
刊
さ
れ
た
の
が
『
講
談
俱
楽
部
』
と
い
う
速
記
の
講
談
に
特
化
し
た
雑

誌
で
す
。
こ
の
出
版
社
は
「
講
談
社
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
す
。
講
談
社
の
創
始
者
・
野の

間ま

清せ
い

治じ

は
国
会
設

立
に
向
け
て
弁
論
が
世
の
中
に
定
着
す
る
こ
と
を
見
込
ん
で
講
談
を
速
記
す
る
雑
誌
『
雄
弁
』
を
既
に
大

日
本
雄
弁
会
弁
論
と
い
う
レ
ー
ベ
ル
で
発
行
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、「
講
談
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）」
と

「
演
談
（
言
論
）」
の
双
方
の
速
記
を
扱
う
雑
誌
を
刊
行
す
る
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
つ
ま
り
現
在
の
『
少

年
マ
ガ
ジ
ン
』
な
ど
の
刊
行
元
で
あ
る
講
談
社
が
ス
タ
ー
ト
す
る
の
は
余
談
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
書
き
こ
と
ば
」
の
文
字
化
の
動
機
は
、
一
つ
は
速
記
技
術
の
誕
生
、
も
う
一
つ
は
「
話

し
こ
と
ば
」
の
文
字
化
で
近
世
に
成
立
し
た
口
述
文
芸
を
速
記
と
い
う
近
代
の
記
述
で
明
治
社
会
に
延
命

さ
せ
る
こ
と
で
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
文
学
史
の
教
科
書
な
ど
で
は
し
ば
し
ば
こ
の
三
遊
亭
円
朝
が
日
本
近
代
文
学
の
始
ま
り
に
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掲
げ
ら
れ
ま
す
。
近
代
文
学
全
集
の
中
に
円
朝
の
速
記
本
を
収
録
し
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
さ
え
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
こ
う
い
う
証
言
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

言
文
一
致
に
就
い
て
の
意
見
、
と
、
そ
ん
な
大
し
た
研
究
は
ま
だ
し
て
な
い
か
ら
、
寧
ろ
一
つ
懺

悔
話
を
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
自
分
が
初
め
て
言
文
一
致
を
書
い
た
由
來
――
も
凄
ま
じ
い
が
、
つ

ま
り
、
文
章
が
書
け
な
い
か
ら
始
ま
つ
た
と
い
ふ
一い

ち
ぶ
し
じ
ふ

伍
一
什
の
顛
末
さ
。

　
も
う
何
年
ば
か
り
に
な
る
か
知
ら
ん
、
余
程
前
の
こ
と
だ
。
何
か
一
つ
書
い
て
見
た
い
と
は
思

つ
た
が
、
元
來
の
文
章
下
手
で
皆
目
方
角
が
分
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
坪
内
先
生
の
許
へ
行
つ
て
、
何

う
し
た
ら
よ
か
ら
う
か
と
話
し
て
見
る
と
、
君
は
圓え

ん

朝ち
ょ
うの

落
語
を
知
つ
て
ゐ
よ
う
、
あ
の
圓
朝
の

落
語
通
り
に
書
い
て
見
た
ら
何
う
か
と
い
ふ
。

　
で
、
仰
せ
の
儘ま

ま

に
や
つ
て
見
た
。
所と

こ
ろが

自
分
は
東
京
者
で
あ
る
か
ら
い
ふ
迄
も
な
く
東
京
辯べ

ん

だ
。

即
ち
東
京
辯
の
作
物
が
一
つ
出
來
た
譯わ

け

だ
。
早
速
、
先
生
の
許
へ
持
つ
て
行
く
と
、
篤
と
目
を
通

し
て
居
ら
れ
た
が
、
忽
ち
礑は

た

と
膝
を
打
つ
て
、
こ
れ
で
い
ゝ
、
そ
の
儘
で
い
ゝ
、
生
じ
つ
か
直
し

た
り
な
ん
ぞ
せ
ぬ
方
が
い
ゝ
、
と
か
う
仰お

つ

有し
や

る
。�

（
二
葉
亭
四
迷
「
余
が
言
文
一
致
の
由
來
」）
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「
坪つ

ぼ

内う
ち

先
生
」
と
は
坪
内
逍し

ょ
う

遙よ
う

、
明
治
時
代
に
こ
の
国
の
文
学
を
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る
一
人
で
す
。
彼
が

四し

迷め
い

に
円
朝
の
「
落
語
通
り
」
の
文
章
形
式
を
勧
め
た
わ
け
で
す
。
講
談
速
記
本
は
今
で
言
う
エ
ン
タ
メ
、

四
迷
の
小
説
は
文
学
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
国
で
の
黎
明
期
の
あ
り
方
で
す
が
、
と
も
に
そ
の
起
源
は
円

朝
の
落
語
が
体
現
し
て
い
た
日
本
語
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
て
、
逍
遙
は
「
小
説
神
髄
」（
１
８
８
５
）

と
い
う
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
小
説
入
門
書
を
刊
行
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
逍
遙
は
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
」
と
「
小
説
」
を
定
義
し
ま
す
。

「
人
情
」
と
は
何
か
理
屈
で
は
捉
え
難
い
情
緒
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
心
理
学
の
道
理
に
基
づ
」
い
て
「
其

人
物
を
ば
仮
作
る
べ
き
」
と
主
張
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
心
理
描
写
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
正
確
さ
を
導
入
し

ろ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
は
古
風
で
す
が
、
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
新
し
い
の
で
す
。

　

し
か
し
、
坪
内
逍
遙
は
自
ら
の
理
論
の
実
践
者
と
し
て
は
い
さ
さ
か
お
ぼ
つ
か
な
い
印
象
で
し
た
。

　

そ
の
坪
内
の
小
説
「
当
世
書
生
気か

た
ぎ質

」
の
冒
頭
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
さ
ま
ざ
ま
に
移
れ
ば
変
る
浮
世
か
な
。
幕
府
さ
か
え
し
時こ

ろ
お
い勢

に
は
、
武
士
の
み
時
に
大
江
戸
の
、

都
も
い
つ
か
東
京
と
、
名
も
あ
ら
た
ま
の
年
ご
と
に
、
開
け
ゆ
く
世
の
余か

沢げ

な
れ
や
。
貴き

賤せ
ん

上
下

の
差け

じ
め別

も
な
く
、
才
あ
る
も
の
は
用
ひ
ら
れ
、
名
を
挙
げ
身
さ
へ
た
ち
ま
ち
に
、
黒く

ろ

塗ぬ
り

馬ば

車し
ゃ

に
の
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り
売う

り

の
、
息
子
も
鬚ひ

げ

を
貯た

く
わふ

れ
ば
、
何
の
小こ

う

路じ

と
い
か
め
し
き
、
名
前
な
が
ら
に
大お

お

通ど
お
り路

を
、
走

る
公く

家げ

衆し
ゅ

の
車く

る
ま
や夫

あ
り
。
栄え

い

枯こ

盛せ
い

衰す
い

い
ろ
い
ろ
に
、
定
め
な
き
世
も
智
慧
あ
れ
ば
、
ど
う
か
生く

ら
し活

は
た
つ
か
弓
、
春
め
く
あ
れ
ば
霜し

も

枯が
れ

の
、
不
景
気
に
泣
く
商あ

き

人び
と

あ
り
。
十
人
集よ

れ
ば
十と

色い
ろ

な
る
、

心
づ
く
し
や
陸み

ち

奥の
く

人び
と

も
、
慾
あ
れ
ば
こ
そ
都み

や
こ

路じ

へ
、
栄
利
も
と
め
て
集つ

ど

ひ
来
る
、
富
も
才
智
も
輻ふ

く

湊そ
う

の
、
大
都
会
と
て
四
方
よ
り
、
入い

り

こ
む
人
も
さ
ま
ざ
ま
な
る
、
中
に
も
別わ

け

て
数
多
き
は
、
人
力

車
夫
と
学
生
な
り
。
お
の
お
の
そ
の
数
六
万
と
は
、
七な

な

年と
せ

以
前
の
推お

し

測あ
て

計か
ん
じ
よ
う

算
方
。
今
は
そ
れ
に
も

越
え
た
る
べ
し
。�

（
坪
内
逍
遙
「
当
世
書
生
気
質
」）

「
あ
り
」
と
か
「
か
な
」
と
か
「
な
れ
や
」
と
か
、
文
末
は
「
古
文
」
の
よ
う
で
す
。
明
治
に
入
っ
て
東

京
に
人
が
集
ま
っ
て
く
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
何
と
な
く
わ
か
り
ま
す
が
、
勝
海
舟
の
父
親
の
文

章
と
比
す
と
、
と
っ
つ
き
に
く
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
も
心
理
学
に
基
づ
き
「
人
情
」
を
描
け
と
言
う
割
に
は
人
物
描
写
に
は
以
下
の
よ
う
に
落
語
や
講

談
の
よ
う
な
リ
ズ
ム
の
会
話
が
続
き
ま
す
。

や
う
や
う
に
頭か

し
らを

あ
げ
、
小「
さ
う
言
は
れ
る
と
実
に
君
に
対
し
て
言い

い

訳わ
け

が
な
い
が
、
何
も
別
に
隠

40



し
て
ゐ
る
訳
ぢ
ゃ
ア
な
い
が
、
ち
か
ご
ろ
ま
た
脳ブ

レ
イ
ン髄

が
不わ

る健
く
て
。」�

守「
そ
れ
ゃ
ア
い
け
な
い
ヨ
。

僕
は
そ
の
脳
髄
の
不
健
く
な
つ
た
原
因
が
聞
た
い
の
サ
。
君
は
強
情
に
隠
し
て
ゐ
る
が
、
我
輩
は

已す
で

に
君
の
内
実
を
し
つ
て
ゐ
る
ヨ
。
し
つ
て
ゐ
な
が
ら
聞
く
と
い
ふ
は
、
何
だ
か
解
ら
な
い
仕
打

の
や
う
だ
が
、
マ
ア
気
を
静
め
て
聞
た
ま
へ
ヨ
。
君
は
全
体
謹き

ん

慎し
ん

家か

の
方
で
、
い
は
ゆ
る
神
経
質

の
人
間
だ
か
ら
、
い
く
ら
思
案
の
外ほ

か

だ
か
ら
ツ
て
、
あ
の
継
原
や
倉
瀬
の
や
う
な
、
向む

こ

う
見
ず
を

す
る
人
で
は
な
い
。
そ
の
謹
慎
な
性
質
で
ゐ
な
が
ら
、
五
日
と
尻
が
す
わ
ら
な
い
で
、
と
か
く
外

泊
を
し
た
が
る
の
は
、
あ
ん
ま
り
不
審
な
訳
ぢ
ゃ
ア
な
い
か
。�

（
同
）

　

こ
れ
は
友
人
の
問
い
に
書
生
が
悩
み
を
打
ち
明
け
る
場
面
で
す
が
、「
脳
髄
が
不
健
」
と
精
神
状
態
の
不

調
を
形
容
す
る
も
の
の
、
こ
の
後
も
冗
舌
な
会
話
が
続
き
ま
す
。
そ
の
上
、「
人
情
」
を
描
く
は
ず
の
こ
の

小
説
は
実
際
に
は
主
人
公
と
生
き
別
れ
の
妹
が
更
に
他
人
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
て
、
彼
女
が
自
分
の
出
自

を
発
見
す
る
と
い
う
「
物
語
」
で
す
。

　

実
は
小
説
が
「
物
語
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
ひ
ど
く
厄
介
な
問
題
で
す
。
何
故
な
ら
「
物
語
」
で

あ
る
こ
と
は
そ
の
小
説
が
「
文
学
」
で
あ
る
こ
と
と
し
ば
し
ば
相
反
す
る
か
ら
で
す
。

　

本
書
が
小
説
の
周
辺
に
あ
る
当
た
り
前
の
も
の
を
逐
一
、「
疑
う
」
こ
と
で
「
文
学
」
の
輪り

ん

廓か
く

を
明
ら
か
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に
す
る
の
だ
、
と
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
記
し
ま
し
た
。
そ
の
際
に
疑
う
べ
き
も
の
の
一
つ
が
「
物
語
」
で
す
。

「
物
語
」
に
つ
い
て
は
改
め
て
問
題
と
し
ま
す
が
、
こ
の
場
合
の
「
物
語
」
と
は
何
か
と
い
う
と
「
私
は
何

者
な
の
か
」
と
い
う
問
い
を
「
み
な
し
ご
の
主
人
公
が
本
当
の
両
親
と
再
会
す
る
」
と
い
う
自
分
の
出
生

の
秘
密
を
め
ぐ
る
ス
ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン
で
購あ

が
なっ

て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
神
話
や
昔
話
と

近
代
以
前
の
「
物
語
」
の
役
割
で
す
。
そ
の
意
味
で
坪
内
逍
遙
は
「
物
語
」
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
て
い

な
い
の
で
す
（「
物
語
」
の
問
題
は
第
３
章
以
降
で
詳
し
く
説
明
し
ま
す
）。

　

こ
の
よ
う
に
「
当
世
書
生
気
質
」
の
時
点
で
は
「
小
説
」
は
「
脳
髄
が
不
健
」（「
私
と
は
何
か
」
と
い
う

煩
悶
）
な
状
況
を
記
述
す
る
方
法
を
「
物
語
」
以
外
に
持
ち
得
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
同

時
に
言
文
一
致
体
と
い
う
文
章
形
式
が
「
私
」
の
「
心
理
」
と
未
だ
う
ま
く
出
会
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。

　

円
朝
の
速
記
本
と
「
当
世
書
生
気
質
」
に
共
通
な
の
は
、
導
入
で
延
々
と
舞
台
と
な
る
市し

井せ
い

の
状
景
描

写
が
続
き
、
し
か
る
後
、
人
物
の
会
話
に
入
る
と
い
う
構
成
で
す
。
状
景
は
映
画
の
ス
ニ
ー
ク
イ
ン
の
よ

う
に
俯
瞰
的
描
写
か
ら
の
導
入
で
始
ま
り
ま
す
。
し
か
る
後
に
会
話
が
今
の
ラ
ノ
ベ
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る
よ
う
に
延
々
と
続
き
ま
す
。
会
話
を
脚
本
の
よ
う
に
「　

」
の
冒
頭
に
人
物
名
を
略
号
で
入
れ
て
表
現

し
ま
す
。「
会
話
」
と
い
う
日
常
語
が
そ
の
ま
ま
「
会
話
」
と
し
て
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
一
方
、
地
の
文
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は
候
文
に
近
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
は
未
だ
「
私
」
の
一
人
称
か
ら
な
る
言
文
一
致
で
は
な
い

の
で
す
。

　

で
は
、
小
説
全
体
を
俯
瞰
す
る
「
主
観
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
実
は
こ
の
小
説
に
は
「
作
者
」
が
繰

り
返
し
登
場
す
る
の
で
す
。

　

ま
ず
、
本
文
が
始
ま
る
前
の
「
は
し
が
き
」
で
「
作
者
」
は
登
場
し
、
こ
れ
が
「
小
説
神
髄
」
の
理
論

の
実
践
の
書
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
が
不
充
分
で
あ
る
と
い
う
弁
明
も
語
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

冒
頭
で
「
作
者
」
の
文
学
的
意
図
が
語
ら
れ
る
の
は
明
治
30
年
代
始
め
ま
で
は
よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
。「
蒲ふ

団と
ん

」（
１

９

０

７
）
以
前
の
田た

山や
ま

花か

袋た
い

の
小
説
な
ど
は
し
ば
し
ば
本
文
よ
り
ま
え
が
き
の
理
屈
が
先
走
っ
て
い

る
の
で
す
。
更
に
一
章
の
終
わ
り
に
は
「
作
者
曰
く
。」
と
い
う
こ
の
章
の
あ
と
が
き
め
い
た
も
の
が
あ

り
、
最
後
の
章
も
途
中
か
ら
「
作
者
」
が
前
に
出
て
実
質
的
な
あ
と
が
き
で
終
わ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
な

ろ
う
系
」
の
小
説
投
稿
サ
イ
ト
で
は
規
定
の
文
字
数
が
書
け
ず
、
章
ご
と
に
「
あ
と
が
き
」
を
付
す
と
い

う
荒
技
を
見
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。

　

注
意
す
べ
き
は
本
文
中
に
「
作
者
が
岡
眼
の
評
判
な
か
り
し
」「
作
者
が
傍
観
の
独
断
な
り
」
と
繰
り
返

し
「
作
者
」
が
出
て
く
る
こ
と
で
す
。
岡
眼
、
傍
観
は
い
ず
れ
も
「
お
か
め
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
あ
り
ま

す
が
、
少
し
意
味
が
違
い
ま
す
。
と
も
に
作
者
の
主
観
的
な
価
値
判
断
の
意
味
で
す
が
「
岡
眼
」
の
方
に
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は
贔
屓
目
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、「
な
か
り
し
」
と
い
う
こ
と
は
客
観
的
な
判
断
だ
と
い
う
意
味
に

な
り
ま
す
。
他
方
、「
傍
観
」
は
漢
字
の
イ
メ
ー
ジ
通
り
客
観
的
な
観
察
で
、「
観
察
す
る
作
者
」
が
ち
ら

ち
ら
と
一
方
で
は
顔
を
出
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
観
察
」
と
い
う
の
が
「
作
者
」
が
小
説
を
描
く
作
法
な
の
で
す
が
（
こ
の
問
題
は
次
章
で
扱
い
ま

す
）、
ま
だ
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
未
熟
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
、
今
は
「
私
」
の
所
在
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

実
は
「
小
説
」
に
於
い
て
「
作
者
」
と
は
違
う
「
私
」
は
言
文
一
致
以
前
に
「
文
学
」
に
登
場
し
て
い

ま
す
。　

石
炭
を
ば
早は

や
積
み
果
て
つ
。
中
等
室
の
卓つ

く
ゑの

ほ
と
り
は
い
と
静
に
て
、
熾し

熱ね
つ

燈と
う

の
光
の
晴
れ

が
ま
し
き
も
徒

い
た
づ
らな

り
。
今
宵
は
夜
毎
に
こ
ゝ
に
集
ひ
来
る
骨カ

ル
タ牌

仲
間
も
「
ホ
テ
ル
」
に
宿
り
て
、

舟
に
残
れ
る
は
余
一ひ

と
り人

の
み
な
れ
ば
。

　
五い

つ

年と
せ

前ま
へ

の
事
な
り
し
が
、
平ひ

ご
ろ生

の
望
足
り
て
、
洋
行
の
官
命
を
蒙か

う
むり

、
こ
の
セ
イ
ゴ
ン
の
港
ま

で
来こ

し
頃
は
、
目
に
見
る
も
の
、
耳
に
聞
く
も
の
、
一
つ
と
し
て
新あ

ら
たな

ら
ぬ
は
な
く
、
筆
に
任
せ

て
書
き
記し

る

し
つ
る
紀
行
文
日
ご
と
に
幾
千
言
を
か
な
し
け
む
、
当
時
の
新
聞
に
載
せ
ら
れ
て
、
世
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の
人
に
も
て
は
や
さ
れ
し
か
ど
、
今け

ふ日
に
な
り
て
お
も
へ
ば
、
穉を

さ
なき

思
想
、
身
の
程ほ

ど

知
ら
ぬ
放
言
、

さ
ら
ぬ
も
尋よ

の

常つ
ね

の
動
植
金
石
、
さ
て
は
風
俗
な
ど
を
さ
へ
珍
し
げ
に
し
る
し
ゝ
を
、
心
あ
る
人
は

い
か
に
か
見
け
む
。
こ
た
び
は
途
に
上
り
し
と
き
、
日に

記き

も
の
せ
む
と
て
買
ひ
し
冊さ

つ

子し

も
ま
だ
白

紙
の
ま
ゝ
な
る
は
、
独ド

イ
ツ逸

に
て
物
学
び
せ
し
間ま

に
、
一
種
の
「
ニ
ル
、
ア
ド
ミ
ラ
リ
イ
」
の
気
象

を
や
養
ひ
得
た
り
け
む
、
あ
ら
ず
、
こ
れ
に
は
別
に
故
あ
り
。

　
げ
に
東

ひ
ん
が
しに

還か
へ

る
今
の
我
は
、
西
に
航
せ
し
昔
の
我
な
ら
ず
、
学
問
こ
そ
猶な

ほ

心
に
飽
き
足
ら
ぬ
と

こ
ろ
も
多
か
れ
、
浮
世
の
う
き
ふ
し
を
も
知
り
た
り
、
人
の
心
の
頼
み
が
た
き
は
言
ふ
も
更
な
り
、

わ
れ
と
わ
が
心
さ
へ
変
り
易
き
を
も
悟
り
得
た
り
。
き
の
ふ
の
是
は
け
ふ
の
非
な
る
わ
が
瞬
間
の

感
触
を
、
筆
に
写
し
て
誰た

れ

に
か
見
せ
む
。
こ
れ
や
日
記
の
成
ら
ぬ
縁
故
な
る
、
あ
ら
ず
、
こ
れ
に

は
別
に
故
あ
り
。�

（
森
鷗
外
「
舞
姫
」）

　

森も
り

鷗お
う

外が
い

「
舞
姫
」（
１
８
９
０
）
の
冒
頭
で
す
。「
小
説
神
髄
」
よ
り
後
に
書
か
れ
ま
し
た
。

　

熾
熱
燈
、
つ
ま
り
ラ
ン
プ
の
明
か
り
の
描
写
か
ら
入
り
、「
余
」
の
心
情
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
西
洋

に
渡
り
戻
っ
て
く
る
旅
の
中
で
自
分
が
昔
の
自
分
で
な
い
、
と
い
う
い
わ
ば
「
世
界
」
へ
の
違
和
感
を
表

明
す
る
。
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闇
か
ら
光
へ
の
認
識
の
推
移
、
そ
し
て
、「
私
」
の
感
じ
る
世
界
と
の
感
触
と
言
及
の
仕
方
は
こ
れ
ま
で

繰
り
返
し
見
て
き
た
形
式
が
既
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
御
存
知
の
よ
う
に
鷗
外
の
こ
の
小
説
は
作

中
で
エ
リ
ス
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
女
性
と
の
異
国
で
の
恋
の
顚て

ん

末ま
つ

を
描
い
た
も
の
で
す
。
エ
リ
ス
に
は
、

帰
国
後
の
鷗
外
を
追
っ
て
来
日
し
た
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
女
性
が
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
小
説
の
発
表
さ
れ
た
時
点
で
は
伏
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
鷗
外
は
こ
の
時
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
留
学
な
ど
を
通
し
て
触
れ
た
小
説
の
翻
案
作
品
や
翻
訳
を
発
表
し
て
い
て
、「
舞
姫
」
に
も
下
敷
き
の

小
説
が
あ
る
旨
を
示
唆
す
る
発
言
も
残
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
ホ
ー
デ
レ
シ
ュ
テ
ッ
ト
と
い
う
作
家

の
「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ラ
イ
プ
ト
ロ
イ
」
や
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
欧
州
の
奴
隷
生
活
」
な
ど
で
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
多
く
の
「
種
本
」
と
さ
れ
る
存
在
が
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
鷗
外
自
身
が
翻
訳
し
た
シ
ュ
ビ
ン
「
埋
木
」（
１
８
９
０
年
‐
92
年
訳
）
も
そ
う
で
す
。
こ
の
場
合
は
プ
ロ
ッ
ト

の
重
複
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
「
舞
姫
」
は
「
パ
ク
リ
」
な
の
か
と
い
う
愚
か
な
論
争
を
始
め
る
必
要
は
当
然
で
す
が
あ
り
ま
せ

ん
。
鷗
外
は
「
舞
姫
」
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
洋
行
で
西
欧
の
文
学
と
い
う
未
知
の
も
の
に
触
れ
、
そ
の
様

式
を
鷗
外
な
り
に
理
解
し
た
、
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
具
体
的
に
は
主
人
公
の
意
識
が
目
前
の
光
を
捉

え
る
こ
と
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
る
様
式
や
悲
劇
的
な
結
末
に
至
る
構
成
の
あ
り
方
な
ど
「
舞
姫
」
の
特
徴
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の
多
く
が
「
西
欧
の
文
学
」
の
様
式
そ
の
も
の
だ
、
と
考
え
る
方
が
適
切
で
す
。

　

一
方
、
エ
リ
ス
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
の
は
エ
リ
ー
ゼ
・
ヴ
ィ
ー
ゲ
ル
ト
と
い
う
女
性
で
す
。
鷗
外
が
帰

国
し
た
１
８
８
８
（
明
治
21
）
年
９
月
８
日
の
４
日
後
に
こ
の
名
の
女
性
を
乗
せ
た
客
船
が
横
浜
港
に
着
き
ま

す
。
鷗
外
と
エ
リ
ー
ゼ
の
間
に
「
舞
姫
」
で
描
か
れ
た
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
エ
リ

ス
と
エ
リ
ー
ゼ
が
ど
こ
ま
で
一
致
し
て
い
る
か
は
確
か
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
エ
リ
ー
ゼ
が
恋
人
だ
っ

た
鷗
外
を
思
う
あ
ま
り
後
を
追
っ
て
船
に
飛
び
乗
っ
た
と
い
う
の
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
す
が
、
エ
リ
ー
ゼ

の
船
は
鷗
外
の
乗
っ
た
船
よ
り
先
に
出
航
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
エ
リ
ー
ゼ
が
こ
の
後
、
日
本
に
一
時
期
滞
在
し
、
鷗
外
と
会
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
こ
の
一
件

は
周
囲
を
巻
き
込
む
騒
動
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
し
て
鷗
外
は
こ
の
エ
リ
ー
ゼ
来
日
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
を
描
い
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ

が
「
我
百
首
」（
１
９
０
９
）
と
い
う
短
歌
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。「
我
百
首
」
は
い
さ
さ
か
難
解
な
短

歌
で
す
。

斑ぶ
ち

駒ご
ま

の
骸む

く
ろを

は
た
と
抛な

げ
うち

ぬO
lym
pos

な
る
神
の
ま
と
ゐ
に

も
ろ
神
の
ゑ
ら
ぎ
遊
ぶ
に
釣
り
込
ま
れ
白
き
歯
見
せ
つN

azareth

の
子
も�

（
森
鷗
外
「
我
百
首
」）
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「
斑
駒
の
骸
」
と
は
「
古
事
記
」
で
ス
サ
ノ
オ
が
皮
を
は
い
だ
馬
を
ア
マ
テ
ラ
ス
の
許も

と

に
投
げ
入
れ
る
く

だ
り
で
あ
る
一
方
、「O

lym
pos

な
る
神
」
と
あ
り
、
い
き
な
り
日
本
神
話
と
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
混
合
し

た
世
界
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
中
に
エ
リ
ー
ゼ
来
日
の
折
り
の
く
だ
り
と
一
致
す
る
短
歌
が
あ

る
、
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
――
。

今
来
ぬ
と
呼
べ
ば
く
る
り
と
こ
ち
向
き
ぬ
回
転
椅
子
に
掛
け
た
る
ま
ま
に�

（
同
）

　

こ
れ
は
築
地
の
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
て
い
た
エ
リ
ー
ゼ
を
訪
ね
た
時
の
様
子
で
は
な
い
か
と
も
指
摘
さ
れ

ま
す
。
鷗
外
が
扉
を
開
け
、「
今
、
来
た
よ
」
と
声
を
掛
け
る
や
エ
リ
ー
ゼ
が
回
転
椅
子
に
腰
か
け
た
ま
ま

振
り
返
る
。
確
か
に
そ
う
い
う
様
が
目
に
浮
び
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
５
・
７
・
５
・
７
・
７
の
短
歌
の
文
字
数
は
か
ろ
う
じ
て
守
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外

の
和
歌
の
約
束
ご
と
が
殆
ど
守
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
和
歌
は
「
本
歌
取
り
」
と
い
っ
て
「
万
葉

集
」
以
降
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
和
歌
を
お
手
本
に
し
て
表
現
も
語
彙
も
選
択
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
「
我
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百
首
」
に
は
そ
う
い
う
古
典
の
参
照
が
あ
り
ま
せ
ん
。「
古
事
記
」
へ
の
言
及
も
西
欧
の
詩
が
神
話
を
題
材

に
す
る
の
に
倣な

ら

っ
た
も
の
で
す
。

　

和
歌
が
古
典
の
参
照
か
ら
成
り
、
そ
こ
に
歌
わ
れ
る
恋
も
与
え
ら
れ
た
「
お
題
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
う
や

っ
て
歌
を
訓
練
す
る
こ
と
を
「
題
詠
」
と
言
い
ま
す
。

　

し
か
し
明
治
に
入
る
と
そ
う
い
う
「
題
詠
」
と
い
う
あ
り
方
が
根
本
的
に
変
わ
っ
た
、
と
柳や

な
ぎ

田た

國く
に

男お

は

言
い
ま
す
。
柳
田
國
男
は
「
遠
野
物
語
」
な
ど
で
知
ら
れ
る
民
俗
学
者
で
す
が
、
実
は
明
治
30
年
代
に
は

歌
人
・
詩
人
で
し
た
。
桂け

い

園え
ん

派は

と
言
っ
て
、
皇
室
に
和
歌
を
教
授
す
る
役
職
に
と
り
立
て
ら
れ
る
人
材
を

輩
出
し
た
流
派
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
柳
田
の
回
想
で
す
。

　
歌
や
文
學
の
も
つ
兩
面
を
私
は
身
を
も
つ
て
經
驗
さ
せ
ら
れ
た
と
思
つ
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
一

つ
は
い
は
ゆ
る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
、
自
分
で
空
想
し
て
何
の
戀
の
歌
で
も
詠
め

る
と
い
ふ
や
う
な
側
と
、
も
う
一
つ
、
自
分
の
經
驗
し
た
こ
と
で
な
け
れ
ば
詠
め
な
い
、
あ
る
い

は
あ
り
の
ま
ゝ
の
こ
と
を
書
く
眞
摯
が
文
學
だ
と
い
ふ
近
ご
ろ
の
人
々
の
い
ふ
よ
う
な
側
と
の
二

つ
で
、
こ
の
對
立
を
私
は
か
な
り
は
つ
き
り
經
驗
さ
せ
ら
れ
た
。

　
私
な
ど
の
作
つ
た
新
體
詩
は
そ
の
前
者
の
方
で
あ
つ
た
。
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（
柳
田
國
男
『
故
郷
七
十
年
』
１
９
７
４
年
、
朝
日
新
聞
社
）

　

和
歌
が
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
歌
に
す
る
「
題
詠
」
と
い
う
約
束
ご
と
で
な
く
「
自
分
の

経
験
し
た
こ
と
」「
あ
り
の
ま
ま
」
を
歌
う
も
の
へ
と
変
化
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
事

実
、
与よ

謝さ

野の

鉄て
っ

幹か
ん

は
「
万
葉
集
古
今
等
の
系
統
」
か
ら
短
歌
を
解
放
し
、「
我
」
つ
ま
り
「
私
」
を
歌
う
短

歌
を
標
榜
し
て
『
明み

ょ
う

星じ
ょ
う』

を
創
刊
（
１
９
０
０
）
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

柳
田
は
実
は
十
代
の
頃
、
鷗
外
邸
に
出
入
り
し
て
西
欧
の
文
学
を
学
び
ま
す
が
、
鷗
外
が
「
我
百
首
」

で
歌
っ
た
の
は
「
題
詠
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
な
く
、
短
歌
の
形
式
を
借
用
し
た
「
我
」
＝
「
私
」

の
「
心
理
」
を
歌
う
詩
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
明
治
期
の
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
私
」
と
い
う
意
識
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が

年
号
で
言
え
ば
明
治
30
年
代
の
初
め
、
西
欧
で
言
え
ば
１
９
０
０
年
の
少
し
前
（
つ
ま
り
19
世
紀
の
終
わ
り
）

か
ら
「
表
現
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
明
治
の
青
年
た
ち
の
心
の
中
に
浮
上
し
た
、
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
以

前
の
若
者
た
ち
に
「
私
」
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
西
欧
の
文
学
や
哲
学
が
一
貫
し
て
主
題
と

し
た
「
私
」
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
が
翻
訳
を
通
じ
て
未
知
の
も
の
と
し
て
日
本
に
入
り
込
み
、
こ
う
書

く
と
国
語
の
先
生
か
ら
𠮟
ら
れ
そ
う
で
す
が
、
明
治
30
年
代
は
青
年
た
ち
（
無
論
、
女
性
た
ち
も
）
に
中
二
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病
が
蔓
延
し
た
時
代
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
煩
悶
青
年
の
自
殺
も
こ
う
い
う
「
時
代
の
病
」
の
中
で

の
出
来
事
だ
と
い
え
ま
す
。

　

更
に
身
も
蓋
も
な
い
こ
と
を
い
え
ば
、
こ
の
時
の
「
私
」
の
「
心
理
」
と
は
早
い
話
が
ほ
ぼ
恋
愛
限
定

で
す
。
若
者
た
ち
は
「
私
」
を
表
現
し
た
い
と
言
い
つ
つ
、
西
欧
の
小
説
や
詩
に
書
か
れ
た
よ
う
な
恋
が

し
た
い
と
煩
悶
し
て
い
た
と
理
解
し
た
方
が
正
確
で
す
。

　

鷗
外
や
鉄
幹
、
あ
る
い
は
田
山
花
袋
や
島し

ま

崎ざ
き

藤と
う

村そ
ん

ら
明
治
の
同
年
代
の
文
学
者
と
な
っ
て
い
く
青
年
か

ら
恋
の
詩
人
と
し
て
こ
の
時
期
、
一
目
置
か
れ
て
い
た
松ま

つ

岡お
か

（
柳
田
）
國
男
な
ど
は
、「
私
」
と
い
う
西
欧

文
学
が
描
く
自
意
識
を
形
式
上
は
短
歌
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
柳
田
は
自
分
に
は
本
当
の
恋

の
歌
を
つ
く
れ
な
か
っ
た
と
回
想
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
謙
遜
で
す
。
彼
ら
は
「
我
」
を
一
人
称
と
す
る
短

歌
で
恋
を
歌
い
ま
す
。

　

他
方
で
口
演
の
落
語
や
講
談
か
ら
言
文
一
致
体
、
つ
ま
り
話
し
こ
と
ば
の
書
き
こ
と
ば
化
が
起
き
て
い

た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
二
つ
が
出
会
っ
て
「
一
人
称
言
文
一
致
体
」
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
私
た
ち
が
今
、
書
い
て
い
る
こ
の
日
本
語
が
出
来
上
が
る
の
で
す
。

　

そ
の
時
の
印
象
を
言
文
一
致
体
が
立
ち
上
が
る
様
を
目
撃
し
、
自
ら
そ
の
書
き
手
と
も
な
っ
た
水み

ず

野の

葉よ
う
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舟し
ゅ
うと

い
う
作
家
は
こ
う
回
想
し
ま
す
。

　
そ
れ
は
一
面
で
、
一
方
に
は
物
集
高
見
の
文
章
を
読
ん
で
も
感
じ
ら
れ
る
事
だ
が
、
口
語
体
の

文
章
を
書
く
と
い
ふ
事
と
、
口
語
を
そ
の
ま
ま
文
字
に
移
す
と
い
ふ
事
と
の
間
に
、
一
つ
重
要
な

差
別
の
あ
る
事
が
、
ま
だ
実
験
ず
み
に
な
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
時
代
な
の
で
、
自
分
の
意
見
に
従
つ

て
文
章
を
書
い
て
見
る
と
、
無
駄
が
多
く
、
だ
ら
〳
〵
と
長
く
、
ま
ど
ろ
つ
こ
し
く
、
い
か
に
も

「
文
章
に
な
つ
て
ゐ
な
い
」
――
つ
ま
り
読
ん
で
見
て
、
心
持
が
す
つ
き
り
と
通
ら
な
い
の
を
自
分

で
も
よ
く
感
じ
る
、
と
い
ふ
自
家
撞
着
に
堕
ち
た
と
い
ふ
点
も
考
へ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
自
分
で
も

あ
き
れ
て
し
ま
ひ
、
手
が
つ
け
ら
れ
な
か
つ
た
苦
し
い
経
験
を
、
そ
の
人
達
は
味
は
つ
て
居
は
し

な
か
つ
た
ら
う
か
。
か
う
い
ふ
想
像
は
決
し
て
架
空
で
は
な
い
と
信
じ
ら
れ
る
。

�

（
水
野
葉
舟
「
言
文
一
致
」『
明
治
文
学
の
潮
流
』
１
９
４
４
年
、
紀
元
社
）

　

こ
れ
は
「
言
文
一
致
」
と
い
う
題
名
で
書
か
れ
た
物も

ず
め集

高た
か

見み

と
い
う
人
の
文
章
（
１
８
８
６
）
に
言
及
し
た

も
の
で
す
。
葉
舟
は
言
文
一
致
の
理
論
と
実
践
を
一
体
化
し
た
先
駆
者
と
し
て
物
集
を
評
価
し
ま
す
。
実

際
、
物
集
の
文
章
は
「
言
文
一
致
」
と
い
う
語
の
使
用
例
と
し
て
は
最
も
古
い
一
つ
で
す
。
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葉
舟
は
物
集
ら
先
人
の
、
こ
と
ば
に
し
よ
う
と
す
る
事
柄
が
従
来
の
文
章
形
式
（
候
文
、
漢
文
）
で
は
表

現
で
き
ず
、
言
葉
に
す
べ
き
こ
と
が
言
葉
に
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
憤
り
が
言
文
一
致
体
を
産
ん
だ
と
考
え

て
い
る
よ
う
で
す
。
先
の
題
詠
で
心
の
う
ち
は
表
現
で
き
な
い
と
い
う
柳
田
の
回
想
と
重
な
る
も
の
で
す
。

で
は
彼
ら
が
表
現
し
よ
う
と
思
い
つ
つ
、
従
来
の
こ
と
ば
で
表
現
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
は
何
か
。

こ
れ
ら
先
覚
の
考
慮
の
跡
を
見
る
時
に
、
私
ど
も
は
切
実
な
感
銘
を
も
つ
て
そ
の
時
代
の
「
心
の

悩
み
」
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
何
か
一
面
に
汪
洋
と
し
て
新
し
い
眼
界
が
展
け
、
そ
こ
か
ら
の
未

知
の
新
し
い
流
れ
が
流
れ
こ
み
、
心
が
そ
れ
に
向
つ
て
激
し
い
鼓
動
を
し
て
――
さ
ぞ
黎
明
の
初
々

し
い
勇
ま
し
さ
が
有
つ
た
事
で
あ
ら
う
――
ゐ
る
時
に
、
自
分
た
ち
の
表
現
は
古
い
殻
の
中
に
閉

ざ
さ
れ
て
、
唖
の
や
う
な
口
し
か
持
つ
て
ゐ
な
い
――
こ
の
矛
盾
か
ら
来
る
苦
悩
が
時
を
隔
て
た

今
日
で
も
明
か
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。�

（
同
）

　

西
欧
に
触
れ
、
心
が
揺
れ
動
き
な
が
ら
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
も
表
現
で
き
な
い
「
心
の
悩
み
」

が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
言
語
化
で
き
な
い
心
と
そ
の
心
を
抱
え
た
も
ど
か
し
さ
が
言
文
一
致
体

の
動
機
と
な
っ
て
い
る
と
葉
舟
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
私
」
を
表
出
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
尽
き
ま
す
。
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し
か
し
一
方
、
葉
舟
は
こ
の
「
言
文
一
致
」
で
何
か
を
書
こ
う
に
も
実
は
自
分
は
書
き
あ
ぐ
ね
た
、
と

言
い
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
う
指
摘
す
る
の
で
す
。

　
主
張
は
あ
り
な
が
ら
、
誰
も
手
を
つ
け
に
く
か
つ
た
言
文
一
致
の
文
体
が
、
小
説
の
製
作
に
限

つ
て
、
す
ら
す
ら
書
け
た
と
い
ふ
事
は
ち
よ
つ
と
奇
異
の
感
が
す
る
。�

（
同
）

「
言
文
一
致
」
そ
の
も
の
は
小
説
以
外
の
文
章
で
も
使
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
小
説
の
実
践
に
於
い
て
そ
れ

は
た
め
ら
い
な
く
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
葉
舟
は
書
き
残
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
「
小
説
」
と
い
う
様

式
と
言
文
一
致
体
が
出
会
っ
た
時
、
小
説
が
何
故
か
す
ら
す
ら
と
書
け
る
の
だ
と
い
う
同
時
代
の
証
言
は

と
て
も
重
要
で
す
。

　

ぼ
く
は
一
人
称
言
文
一
致
体
を
「
私
」
と
書
き
出
せ
ば
た
ち
ま
ち
小
説
が
そ
こ
に
生
ま
れ
る
魔
法
の
文

体
だ
と
よ
く
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
葉
舟
の
ま
さ
に
実
感
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

明
治
文
学
の
成
立
を
見
、
そ
し
て
実
際
に
「
書
い
た
」
人
間
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
し
ょ
う
。

「
言
文
一
致
体
」
は
こ
の
よ
う
に
明
治
20
年
前
後
に
提
唱
さ
れ
、
西
欧
か
ら
入
っ
て
き
た
「
私
」
と
い
う
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思
考
の
普
及
と
と
も
に
そ
の
表
出
を
動
機
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
小
説
」
と
い
う
形
式
と
結
び

つ
い
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
瞬
間
、
つ
ま
り
「
私
」
と
言
文
一
致
体
で
私
の
悩
み
に
つ
い
て
書
き
始
め
た
時
、
す
ら
す
ら
と
皆

「
小
説
」
を
書
き
始
め
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
の
こ
と
を
葉
舟
が
「
小
説
」
の
形
で
正
確
に
書
き
留
め
て
い
る
こ
と
は
や
は
り
紹
介
し
て
お
く
べ
き

で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
は
ぼ
く
が
何
度
と
な
く
引
用
し
て
き
た
例
で
す
が
、
初
め
て
「
文
学
」
に
触
れ
る
読
者
の
た
め
に

再
度
、
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
小
説
は
「
あ
る
女
の
手
紙
」
と
い
っ
て
、
三
人
の
少
女
が
「
お
兄
さ

ま
」
と
慕
う
青
年
の
気
を
引
こ
う
と
そ
れ
ぞ
れ
が
送
る
手
紙
を
並
べ
た
も
の
で
す
。
恐
ら
く
こ
れ
も
実
際

に
下
敷
き
に
な
っ
た
手
紙
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
三
人
の
「
妹
」
が
一
人
の
「
お
兄
さ
ま
」
を
と
り

合
う
な
ん
て
少
し
前
の
美
少
女
ゲ
ー
ム
か
ラ
ノ
ベ
の
定
番
で
す
が
、
実
は
そ
の
「
形
式
」
さ
え
も
明
治
の

世
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
手
紙
の
「
書
き
方
」
で
す
。
具
体
的
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
人
め
の

少
女
・
澪
子
の
お
兄
さ
ま
へ
の
手
紙
を
ま
ず
引
用
し
ま
す
。
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お
別
れ
を
申ま

を
し

候
さ
ふ
ら
ふて

よ
り
、
日に

ち
〳
〵々

淋さ
び

し
く
過す

ご

し
居
り
候そ

ろ

と
こ
ろ
、
只
今
は
、
は
か
ら
ず
も
御
手
紙

い
た
ゞ
き
、
誠ま

こ
とに

面
白
く
、
御お

な
つ
か
し
く
拝は

い

見け
ん

致い
た

し
候そ

ろ

。

（
中
略
）

　
あ
ま
り
長
き
文ふ

み

に
て
、
實
に
下
手
に
御
座
候
へ
ば
、
誰
れ
に
も
御
見
せ
下
さ
る
ま
じ
く
候

さ
ふ
ら
ふや

う
、

く
れ
〴
〵
も
願
ひ
上
げ
候そ

ろ

。
何
と
ぞ
幾い

く

度た
び

も
御
た
よ
り
あ
ら
ん
事
を
願
い
上
げ
候そ

ろ

。
か
し
こ

　
　
　
七
月
一
日
夜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澪み

を

　
　
子こ

　
御お

ん

な
つ
か
し
き

　
　
御
兄
上
様
御
許
に

　
二
白は

く

　
私わ

た
しは

日
記
を
書
き
次し

第だ
い

差さ
し

上あ

げ
ま
す
。
姉あ

ね

さ
ま
も
お
し
げ
さ
ん
も
、
明あ

し
た日

物
理
と
外
國
地
理
の

試
驗
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
御
返
事
を
上
げ
よ
う
と
思
ひ
ま
し
た
が
、
試
驗
の
方
が
心
配
で
す
か
ら

や
め
ま
し
て
、
す
み
次
第
必
ず
差
上
げ
る
と
申
し
て
居
り
ま
し
た
。
さ
よ
う
な
ら
。

　
こ
れ
を
き
つ
と

0

0

0

誰
に
も
見
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
そ
の
爲
め
に
チ
ヤ
ン
と
書
い
て
あ
り
ま
す

よ
。�

（
水
野
葉
舟
「
あ
る
女
の
手
紙
」）
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手
紙
の
前
半
と
後
半
で
文
章
の
書
き
方
が
異
な
る
の
は
わ
か
り
ま
す
ね
。
前
半
は
「
候
文
」、「
二
白
」

以
降
の
後
半
は
「
言
文
一
致
体
」
で
す
。
お
兄
さ
ま
へ
の
堅
苦
し
い
文
章
は
や
め
て
「
二
白
」、
つ
ま
り

「
追
伸
」
で
澪
子
は
「
私
」
が
主
語
の
言
文
一
致
体
で
親
し
気
に
話
し
か
け
、
今
度
、
ワ
タ
シ
の
「
日
記
」

を
送
る
ね
、
と
ま
で
言
い
出
し
ま
す
。

　

い
き
な
り
「
日
記
」
を
送
る
な
ん
て
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
小
説
の
書
か
れ
た
明
治
30
年

代
の
文
芸
誌
で
は
「
小
品
」
と
呼
ば
れ
る
短
文
や
詩
、
短
歌
、
小
説
に
加
え
て
日
記
、
手
紙
の
投
稿
が
募

集
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
手
紙
も
日
記
も
「
私
」
を
「
言
文
一
致
」
で
書
く
「
文
学
」
の
形
式
の
一
つ

だ
っ
た
の
で
す
。

　

さ
て
、
こ
の
一
番
年
下
の
澪
子
の
抜
け
駆
け
に
二
人
の
「
お
姉
さ
ま
」（
正
確
に
は
一
人
同
居
す
る
従
姉
妹

か
何
か
の
よ
う
で
す
が
）
も
黙
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

　
一ち

よ
つ
と寸

返
事
ま
で
申
し
ま
す
。
私わ

た
しは

文ぶ
ん

を
作
る
の
が
下へ

手た

で
す
か
ら
、
お
話
で
書
き
ま
す
よ
。

（
中
略
）

　
あ
ゝ
、
さ
う
〳
〵
あ
な
た
の
處と

こ
ろの

御
伯
母
様
は
御
病
氣
の
よ
し
、
實
に
驚
き
御お

案あ
ん

じ
申
ま
す
。

祖そ

母ぼ

か
ら
も
、
母
か
ら
も
、
く
れ
〴
〵
よ
ろ
し
く
と
申
し
ま
し
た
。
母
の
病
氣
も
別
に
病
氣
と
言
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ふ
の
で
も
無
い
の
で
、
た
だ
吐は

き

氣け

が
す
る
だ
け
だ
ッ
た
さ
う
で
す
。
御
安
心
下
さ
い
。
匆さ

う

々〳
〵

　
　
　
　
七
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
き

　
　
　
清
之
助
様
御
許
に

　
も
う
〳
〵
〳
〵
〳
〵
き
ッ
と
、
皆
さ
ん
に
見
せ
て
は
、
い
や
あ
よ

0

0

0

0

。
あ
な
た
一ひ

と

人り

よ
、
願
ひ
ま

す
。�

（
同
）

　
兄に

い

さ
ん
、
こ
れ
か
ら
は
言げ

ん

文ぶ
ん

一い
つ

致ち

で
書
き
ま
す
か
ら
其そ

の

つ
も
り
で
見
て
下
さ
い
。

　
兄
さ
ん
昨
晩
は
お
手
紙
を
誠
に
有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。
丁ち

や
う

度ど

、
私わ

た
しが

何ど

こ處
か
ら
か
手
紙
が
來

て
居
な
い
か
と
思
つ
て
郵
便
箱
を
開あ

け
に
行
ッ
た
ら
ば
入は

い

つ
て
居
ま
し
た
。
す
ぐ
伯お

じ父
様さ

ま

に
お
目

に
懸
け
て
渡
し
て
戴
い
た
の
よ
。

（
中
略
）

　
私
、
今
夜
は
ほ
ん
と
に
一
人
ッ
き
り
で
居
る
や
う
で
す
。
兄
さ
ん
は
休
暇
に
な
ッ
た
ら
ば
遊
び

に
行
く
ッ
て
約
束
し
て
置
い
て
ち
ッ
と
も
來
て
く
れ
な
い
の
ね
。
さ
よ
う
な
ら
。

　
　
　
　
七
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
げ
　
子

　
　
　
兄
上
様
お
許
に
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こ
の
手
紙
、
誰
れ
に
も
見
せ
て
は
い
や
よ
。
秋
さ
ん
に
は
尚な

ほ
、
話
し
て
は
い
や
よ
。�

（
同
）

　

こ
の
よ
う
に
二
人
の
お
姉
さ
ま
も
負
け
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
「
お
話
」
で
書
く
、「
言
文
一
致
」
で

書
く
と
言
い
出
し
ま
す
。「
お
話
」
も
言
文
一
致
の
こ
と
で
す
。「
私
」
の
話
を
お
兄
さ
ま
一
人
に
だ
け
す

る
ね
、
と
ば
か
り
に
三
人
が
言
文
一
致
で
お
兄
さ
ま
に
語
り
か
け
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
三
人
揃
っ
て
候
文

か
ら
一
人
称
言
文
一
致
体
に
シ
フ
ト
し
た
わ
け
で
す
。

　

こ
う
や
っ
て
三
人
が
言
文
一
致
体
で
お
兄
さ
ま
の
関
心
を
引
く
競
争
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
三
人
の
う

ち
一
人
と
「
お
兄
さ
ま
」
は
現
実
に
関
係
を
持
ち
ま
す
。

　

す
る
と
そ
の
手
紙
は
こ
ん
な
ふ
う
に
変
化
し
ま
す
。

　
今
、
歸か

え

り
着
き
ま
し
た
。
私わ

た
しは

、
歸
る
と
自
分
の
机
の
前
に
坐
つ
て
、
ぢ
ツ
と
し
て
居
ま
す
。

身か
ら
だ體

中ぢ
う

が
が
た
が
た
慄ふ

る

え
て
仕し

様や
う

が
無
い
の
よ
。

　
兄に

い

さ
ん
、〔
私
も
う
處
女
で
は
無
い
わ
ね
。
私
は
も
う
人
の
妻
に
な
る
資
格
が
無
く
な
つ
て
し
ま

っ
た
の
ね
。〕

　
兄
さ
ん
は
恐こ

は

い
人
だ
わ
ね
。
今
日
兄
さ
ん
が
言
ふ
て
居
た
や
う
に
惡あ

く

魔ま

の
や
う
な
人
だ
わ
ね
。
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兄
さ
ん
、〔
私
忘
れ
無
い
事
よ
。
如
何
し
て
も
忘
れ
な
い
事
よ
。
私
の
身
體
は
も
う
斯
う
な
つ
て

し
ま
つ
た
の
で
す
も
の
。〕�

（
同
）

「
お
兄
さ
ま
」
と
の
経
験
が
生
々
し
く
、
か
つ
、
切
々
と
語
ら
れ
ま
す
。〔　

〕
の
中
は
当
時
、
過
激
な
描

写
過
ぎ
て
削
除
さ
れ
た
く
だ
り
で
す
。

「
私
」
の
冗
舌
さ
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

す
る
と
、
そ
れ
を
見
て
も
う
一
人
は
お
兄
さ
ま
に
愛
想
を
尽
か
し
、
別
れ
の
手
紙
を
送
り
ま
す
。

　

こ
ん
な
手
紙
で
す
。
文
体
に
だ
け
、
注
目
し
て
下
さ
い
。

　
一ひ

と

筆ふ
で

申
上
げ
候そ

ろ

。
度た

び

々〳
〵

お
手
紙
を
有
難
く
存
じ
奉

た
て
ま
つり

候そ
ろ

。
返へ

ん
じ書

を
と
の
仰
せ
に
は
候さ

ふ
らへ

ど
も
、

母
が
度
々
手
紙
を
差
上
ぐ
る
事
を
許ゆ

る

し
く
れ
ず
候そ

ろ

故ゆ
ゑ

、
何な

に

卒と
ぞ

御
ゆ
る
し
下
さ
れ
度
く
候そ

ろ

。

　
本
日
は
據

よ
ん
ど
こ
ろな

き
用
事
の
候

さ
ふ
ら
ふま

ゝ
一ひ

と

筆ふ
で

差さ
し

出い
だ

し
候そ

ろ

。
そ
は
先
月
、
御お

ん

許も
と

様さ
ま

に
差
し
出い

だ

し
候そ

ろ

處と
こ
ろの

手

紙
は
、
母
に
も
妹
に
も
言
は
ず
に
書
き
た
る
も
の
に
候そ

ろ

間あ
ひ
だ、

そ
の
事
を
誰ど

な
た方

様さ
ま

に
も
お
話
下
さ
れ

ぬ
や
う
、
御お

ん

許も
と

様さ
ま

の
御
胸
に
深
く
秘ひ

め
置
き
下
さ
れ
候

さ
ふ
ら
ふや

う
偏ひ

と
へに

願
上
げ
候そ

ろ

。
で
な
い
と
、
そ
れ

が
も
し
母
に
知
れ
候そ

ろ

て
は
、
私

わ
た
く
しが

何
か
怪あ

や

し
き
事
に
て
も
致
し
居
り
候

さ
ふ
ら
ふや

う
に
て
困
り
候そ

ろ

故ゆ
ゑ

、
何な

に
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卒と
ぞ

、
人
に
お
話
下
さ
れ
候さ

ふ
らは

ぬ
や
う
御
願
い
申
し
上
げ
候そ

ろ

。
右
取
り
急
ぎ
御
願
ひ
申
上
げ
候そ

ろ

。
か

し
こ

　
　
　
　
八
月
二
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
　
　
子

　
　
　
清
之
助
様
御
許
に�

（
同
）

　

つ
ま
り
別
れ
の
手
紙
は
「
候
文
」
の
手
紙
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
言
文
一
致
」
の
「
私
」
は
特
別
な

男
性
に
し
か
見
せ
な
い
秘
密
の
「
私
」
だ
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
わ
か
り
ま
す
ね
。

　

し
か
し
こ
の
小
説
が
秀
逸
な
の
は
、
こ
の
二
人
の
迷
走
す
る
「
姉
」
た
ち
を
見
て
一
番
最
初
に
言
文
一

致
の
「
私
」
で
「
お
兄
さ
ま
」
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
す
こ
と
を
思
い
つ
い
た
一
番
下
の
「
妹
」
が
こ
う
書

く
こ
と
で
す
。

　
私
は
毎
日
雜
誌
を
讀
ん
で
樂
ん
で
居
ま
す
。
で
す
が
毎
日
あ
ん
ま
り
家う

ち

に
ば
か
り
居
る
の
で
つ

ま
り
ま
せ
ん
。

（
中
略
）

　
こ
の
頃
は
暑
い
の
で
庭
に
な
ん
か
出
ず
、
椅い

子す

に
腰
を
掛
け
た
り
、
又
緣
側
に
出
て
遊
ん
で
居
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ま
す
。
私
は
何い

つ時
か
『
少
女
』
に
作さ

く

文ぶ
ん

を
出
し
ま
す
。
そ
の
爲た

め
に
每
日
稽け

い

古こ

を
し
て
居
る
の
で

す
。
私
は
學
問
の
中う

ち

で
作
文
と
習し

ふ

字じ

と
が
一
番
好
き
で
す
。
い
つ
も
朝
は
習
字
を
し
て
居
ま
す
。

�

（
同
）

　

つ
ま
り
、
澪
子
は
言
文
一
致
で
「
作
文
」、
つ
ま
り
「
文
学
作
品
」
を
書
い
て
「
投
稿
」
し
よ
う
か
し

ら
、
と
言
い
出
す
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
あ
る
女
の
手
紙
」
は
「
言
文
一
致
」
と
い
う
文
章
の
書
き
方
が
彼
女
た
ち
の
「
私
」
を

「
お
兄
さ
ま
」
に
見
せ
る
た
め
の
文
章
と
し
て
ま
ず
使
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
一
人
は
「
恋

愛
」
す
る
「
私
」
の
煩
悶
を
描
く
文
章
に
言
文
一
致
を
用
い
、
も
う
一
人
は
そ
う
い
う
戯
れ
に
飽
き
て
旧

制
度
の
「
候
文
」
に
戻
り
、
そ
し
て
三
人
め
は
言
文
一
致
で
「
私
」
を
表
現
す
る
「
文
学
」
に
興
味
を
持

ち
ま
す
。
そ
れ
は
明
治
期
の
言
文
一
致
体
の
た
ど
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
途み

ち

を
正
確
に
書
き
留
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
「
言
文
一
致
」
と
女
性
た
ち
を
含
む
若
者
た
ち
と
の
出
会
い
が
明
治
30
年
代
に
起
き
て
、

そ
の
文
体
は
「
焼
原
の
火
」
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
高た

か

浜は
ま

虚き
ょ

子し

が
書
い
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
田
山
花
袋
の
「
蒲
団
」
と
い
う
小
説
を
女
性
の
弟
子
の
残
し
た
布
団
の
匂
い
を
嗅
ぐ
変
質
者
と

い
う
先
入
観
を
捨
て
読
ん
で
み
る
と
、
作
家
に
弟
子
入
り
す
る
際
、
彼
女
が
言
文
一
致
体
で
手
紙
を
書
き
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籠ろ
う

絡ら
く

し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
実
に
「
私
」
と
い
う
主
語
が
使
わ
れ
る

手
紙
の
中
で
の
み
奔
放
な
の
で
す
。
し
か
し
、
結
局
、
作
家
の
逆げ

き

鱗り
ん

に
触
れ
、
故
郷
に
帰
さ
れ
ま
す
。
最

後
に
彼
女
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
の
は
「
私
」
と
い
う
主
語
の
な
い
候
文
の
手
紙
で
す
。
葉
舟
の
小
説
に
描

か
れ
た
「
言
文
一
致
」
と
「
候
文
」
の
使
い
分
け
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
蒲
団
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
も
や
は
り
モ
デ
ル
が
い
ま
し
た
。
岡お

か

田だ

美み

知ち

代よ

と
い
っ
て
、
花
袋
の
勤

め
て
い
た
出
版
社
に
小
説
を
投
稿
し
て
き
た
「
女
学
生
」
で
す
。
彼
女
が
花
袋
を
「
落
と
し
た
」
時
の
手

紙
が
残
っ
て
い
ま
す
。
候
文
で
手
紙
を
出
し
て
も
反
応
が
な
い
の
で
言
文
一
致
の
手
紙
を
送
っ
た
の
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
度
々
新
聲
社
へ
あ
て
ゝ
お
送
り
い
た
し

　
ま
し
た
手
紙
が
も
し
と
ゝ
き
ま
せ
ん
か
つ
た
の
か
も

　
知
れ
ま
せ
ん
か
ら
い
ま
い
ち
度
こ
ゝ
に
大
畧
を

　
記
し
ま
す

　
私
は
目
下
神
戸
女
学
院
の
三
年
生
で
し
て

　
文
学
好
き
な
女
で
御
座
い
ま
す
勿
論
何
も

　
存
じ
ま
せ
ん
の
で
す
が
下
手
の
横
好
き
な
の
で
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御
座
い
ま
す
が
ど
う
か
し
て
私
は
詩
的
な

　
生
涯
が
送
り
度
い
の
で
御
座
い
ま
す

（
中
略
）

　
先
生
此
あ
は
れ
な
少
女
を
あ
は
れ
と

　
思
召
さ
ば
お
助
け
下
さ
い
ま
せ
ん
か

　
先
生
の
御
宅
ニ
置
い
て
浅
学
な
女
で
す
が

　
お
教
え
下
さ
い
ま
せ
ん
で
せ
う
か
　
ど
う
か
よ
ろ
し
く

　
お
願
致
し
ま
す�

（
岡
田
美
知
代
「
書
簡
」）

　

こ
の
手
紙
を
読
ん
で
花
袋
は
彼
女
、
岡
田
美
知
代
を
弟
子
入
り
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
日
露
戦
争
に
従
軍

し
た
先
か
ら
押
し
花
や
リ
ボ
ン
を
彼
女
宛
に
送
る
な
ど
、
迷
走
し
ま
す
。

　

そ
れ
ほ
ど
に
「
言
文
一
致
」
は
普
及
し
た
て
の
写
真
や
本
人
以
上
に
そ
の
人
の
「
私
」
を
生
々
し
く
見

せ
た
の
で
し
ょ
う
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
相
手
の
顔
や
素
性
も
知
ら
ぬ
間
に
恋
に
落
ち
る
の
と
同
じ
よ
う
な
も

の
で
す
。

　

美
知
代
は
小
説
と
違
い
、
大
人
し
く
「
候
文
」
の
世
界
に
は
戻
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
再
び
上
京
し
、「
蒲
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団
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
「
売
り
」
に
し
て
ち
ょ
っ
と
し
た
文
壇
の
人
気
者
に
な
り
、
小
説
も
い
く

つ
か
書
き
ま
す
。

　

そ
ん
な
ふ
う
に
「
言
文
一
致
」
は
誰
に
で
も
使
え
る
文
章
と
し
て
明
治
の
若
者
に
共
有
さ
れ
、
彼
ら
は

そ
れ
を
使
っ
て
「
日
記
」
や
「
手
紙
」
や
「
小
説
」
と
し
て
「
私
」
を
発
語
し
ま
す
。
今
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ほ
ど

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
明
治
の
始
ま
り
の
「
文
学
」
の
光
景
で
す
。

　

し
か
し
既
に
明
ら
か
な
通
り
、
そ
の
一
人
称
の
「
私
」
は
す
ら
す
ら
と
小
説
は
書
け
る
一
方
で
、
そ
の

「
私
」
は
あ
く
ま
で
も
「
言
文
一
致
」
が
つ
く
り
出
し
た
仮
想
の
「
私
」
で
す
。
葉
舟
や
花
袋
の
小
説
は
女

性
た
ち
が
言
文
一
致
体
で
男
を
落
と
す
た
め
の
「
私
」、
つ
ま
り
「
キ
ャ
ラ
」
を
つ
く
っ
て
い
る
様
を
正
確

に
描
き
出
し
ま
し
た
。
柳
田
は
明
治
以
降
の
文
学
が
「
本
当
の
自
分
」
を
表
現
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た

と
言
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
も
ま
た
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
柳

田
が
自
分
の
短
歌
は
所
詮
「
題
詠
」
だ
と
言
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

水
野
葉
舟
は
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
こ
ん
な
回
想
を
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
を
思
ひ
出
し
て
ゆ
く
と
、
言
文
一
致
体
の
文
章
が
「
変
つ
た
文
体
」
と
、
奇
異
の
感
を
も

つ
て
見
ら
れ
た
の
は
初
期
の
一
時
で
、
そ
の
間
は
割
合
短
か
か
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
既
に
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三
十
年
代
に
は
い
つ
た
頃
に
は
二
様
の
文
体
が
併
び
行
は
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
誰
も
が
気
に
止
め

な
い
時
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。�

（
水
野
葉
舟
「
言
文
一
致
」）

　

つ
ま
り
明
治
30
年
代
の
言
文
一
致
が
普
及
し
て
い
く
時
期
、
こ
と
ば
は
候
文
と
言
文
一
致
の
二
層
か
ら

な
っ
て
い
た
と
い
う
実
感
が
改
め
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。「
蒲
団
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
「
言
文
一
致
」
で
「
私
」

を
語
り
な
が
ら
「
候
文
」
の
世
界
に
帰
さ
れ
、「
あ
る
女
の
手
紙
」
の
末
妹
が
「
候
文
」
か
ら
飛
び
出
し

「
言
文
一
致
」
で
「
文
学
」
を
書
き
始
め
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
二
様
の
世
界
か
ら
な
る
二
層
の
世
界
が
成

立
し
て
い
ま
し
た
。「
文
体
」
を
ス
イ
ッ
チ
し
て
二
つ
の
世
界
を
行
き
来
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
彼
女
た
ち

を
含
む
若
者
た
ち
は
「
候
文
」
の
旧
世
界
と
は
違
う
新
し
い
リ
ア
ル
（
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

ね
）
を
求
め
て
「
言
文
一
致
」
の
世
界
を
生
き
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　

そ
の
二
層
の
世
界
の
う
ち
、「
一
人
称
言
文
一
致
体
」
か
ら
な
る
上
澄
み
を
「
近
代
」
と
呼
び
、
そ
こ
に

成
立
し
た
「
文
学
」
を
「
近
代
文
学
」、
そ
し
て
言
文
一
致
体
が
魔
法
の
よ
う
に
輪
廓
を
与
え
た
「
私
」
を

「
近
代
的
自
我
」
と
呼
び
ま
す
。
す
る
と
「
私
」
を
始
め
「
近
代
」
も
「
文
学
」
も
随
分
と
砂
上
の
楼
閣
に

見
え
て
き
ま
す
。

　

そ
れ
が
「
私
」
を
「
疑
う
」
と
い
う
こ
と
の
第
一
歩
で
す
。
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