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Ⅰ

文
芸
復
興
期
に
お
け
る
ト
ピ
ッ
ク
の
一
つ
に
、
新
聞
小
説
（
論
）
が
あ
る
。
よ
り

正
確
に
い
え
ば
、
純
文
学
作
家
に
よ
る
新
聞
小
説
で
、
同
時
に
新
聞
小
説
論
も
多
く

産
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
新
聞
小
説
（
論
）
は
、
大
正
末
～
昭
和
初
年
代
を

通
じ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
大
衆
文
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
芸
術
大
衆
化

と
い
う
問
題
系（
１
）を

引
き
つ
ぎ
つ
つ
、
新
た
な
論
点
を
く
わ
え
議
論
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
れ
ま
で
先
行
研
究
と
し
て
は
、
新
聞
小
説
の
実
作
を
書
き
つ
ぎ
な
が
ら
「
純
粋

小
説
論
」（『
改
造
』
昭
10
・
４
）
を
発
表
し
た
横
光
利
一
を
中
心
に
散
見
さ
れ
る（
２
）も

の
の
、
作
家
・
作
品
論
と
い
う
限
定
的
な
視
座
に
よ
る
も
の
が
多
い
。
逆
に
、
昭
和

一
〇
年
代
の
新
聞
小
説
（
論
）
を
広
い
視
座
か
ら
検
討
す
る
際
に
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と

し
て
考
え
る
べ
き
文
学
者
（
の
一
人
）
は
、
岸
田
國
士
で
あ
る
。
デ
ビ
ュ
ー
以
来
、

劇
作
を
中
心
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
き
た
岸
田
は
、「
由
利
旗
江
」（『
東
京
朝
日

新
聞
』
昭
４
・
９
・
７
～
昭
５
・
２
・
26
）
以
来
、
新
聞
小
説
を
中
心
と
し
て
通
俗

0

0

長
編

0

0

小
説
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
発
表
し
て
い
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
戦
争
期
の
創
作
は
新
聞
小
説
が
中
心
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
時
期
の
岸
田
國
士
の

長
編
小
説
に
つ
い
て
は
、
中
村
真
一
郎
に
次
の
位
置
づ
け

－

評
価
が
あ
る
。

今
世
紀
は
じ
め
の
パ
リ
の
芸
術
界
の
花
盛
り
の
空
気
に
じ
か
に
触
れ
て
、
生
来

の
夢
想
的
と
も
い
え
る
理
想
主
義
と
、
同
時
に
四
十
歳
の
壮
年
に
な
ろ
う
と
し

て
、
広
い
社
会
的
良
識
に
も
と
づ
く
文
学
観
を
育
て
て
い
た
岸
田
氏
は
、
日
本

の
文
学
界
に
西
欧
的
な
意
味
の
ロ
マ
ン
の
ジ
ャ
ン
ル
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
。

そ
し
て
、
当
然
、
氏
の
目
に
正
統
的
な
長
篇
の
見
本
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
は
、

漱
石
の
新
聞
小
説
の
一
群
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
自
ら
漱
石
の
後
継
者
、
発
展
者

と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
マ
ン
形
式
を
わ
が
国
に
打
ち
た
て
よ
う
と
考
え
た（
３
）。

新
聞
小
説
第
二
作
「
鞭
を
鳴
ら
す
女
」（『
時
事
新
報
』
昭
６
・
11
・
13
～
昭
７
・

３
・
17
）
連
載
直
前
の
岸
田
國
士
に
、「
新
聞
小
説
」（『
文
学
時
代
』
昭
６
・
10
）
と

い
う
一
文
が
あ
る
。《
こ
れ
か
ら
も
新
聞
の
小
説
を
書
い
て
み
よ
う
と
い
ふ
興
味
が
あ

る
し
、
書
く
に
就
い
て
は
形
式
の
上
か
ら
云
つ
て
も
内
容
の
上
か
ら
云
つ
て
も
、
自

分
が
満
足
す
る
だ
け
で
な
く
、
非
常
に
広
い
範
囲
に
わ
た
る
読
者
へ
相
当
興
味
の
持

て
る
や
う
な
も
の
を
と
い
ふ
事
は
自
然
考
へ
て
ゐ
ま
す
》
と
い
う
岸
田
は
、《
そ
の
形

式
や
内
容
か
ら
言
つ
て
極
く
広
い
読
者
層
に
訴
へ
る
や
う
な
小
説
》
に
つ
い
て
、《
現

代
の
社
会
を
作
家
と
し
て
の
自
分
の
特
殊
な
立
場
か
ら
見
て
、
そ
れ
に
あ
る
程
度
の

批
判
を
加
へ
た
も
の
》（
21
頁
）
だ
と
そ
の
指
針
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
岸
田

は
、《
一
つ
の
新
聞
の
連
載
小
説
を
引
受
け
た
責
任
か
ら
言
へ
ば
、
自
分
の
読
者
を
少

数
の
範
囲
に
限
る
と
い
ふ
事
は
絶
対
に
出
来
な
い
こ
と
》
だ
と
断
じ
、
芸
術
性
を
下

げ
る
こ
と
な
く
広
範
な
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
新
聞
小
説
と
し
て
、《
山
本
有
三
氏

の
「
朝
日
」
に
書
か
れ
た
小
説
〔「
風
」〕》、《
ジ
ユ
ウ
ル
・
ル
ナ
ア
ル
の
『
に
ん
じ

ん
』》
を
例
示
し
た
上
で
、
夏
目
漱
石
『
猫
』
に
論
及
し
、《
あ
れ
が
所
謂
大
衆
と
ま

で
は
行
か
な
い
ま
で
も
、
意
外
に
多
く
の
愛
読
者
を
持
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
事
は
、
作

品
の
内
容
が
高
級
で
あ
る
と
い
ふ
障
碍
を
乗
り
越
え
て
そ
の
実
質
的
な
レ
ベ
ル
が
、

昭
和
一
〇
年
代
の
新
聞
小
説
論

―
通
俗
性
・
芸
術
性
・
社
会
性

松

本

和

也
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こ
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
ふ
、
美
事
な
実
例
だ
》（
22
頁
）
と
理
想
の
新
聞
小
説

を
例
示
し
て
い
た
。

昭
和
一
〇
年
代
の
新
聞
小
説
論
を
検
討
す
る
た
め
の
基
準

－

前
提
と
し
て
、
次
に

引
く
千
葉
亀
雄
「
新
聞
小
説
論
」（『
綜
合
ヂ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
講
座　

第
一
巻
』
内
外

社
、
昭
５
）
は
示
唆
的
で
あ
る
。

	

実
際
、
通
俗
小
説
や
、
浪
漫
主
義
小
説
に
出
て
来
る
や
う
な
サ
ス
ペ
ン
ス
が
、

現
実
に
お
い
て
、
さ
う
ざ
ら
に
あ
つ
て
溜
る
も
の
で
な
い
し
、
ま
た
、
あ
る
訳

が
な
い
。
そ
れ
な
の
に
新
聞
小
説
は
、
さ
ら
に
サ
ス
ペ
ン
ス
を
拵
へ
て
、
ス
リ

リ
ン
グ
な
心
境
で
、
絶
え
ず
読
者
を
脅
か
さ
う
と
す
る
。
現
実
の
姿
を
知
り
、

偶
然
と
云
ふ
も
の
ゝ
、
さ
う
あ
る
も
の
で
な
い
事
を
わ
か
つ
て
ゐ
る
少
数
の
知

識
者
は
、
現
実
的
な
芸
術
を
喜
ん
で
読
む
け
れ
ど
も
、
偶
然
と
現
実
の
差
別
が

わ
か
ら
ず
、
現
実
に
奇
蹟
を
望
ん
だ
り
、
絶
え
ず
、
地
上
と
違
つ
た
空
想
を
求

め
て
ゐ
る
一
般
大
衆
に
は
、
や
は
り
「
偶
然
」
を
小
出
し
に
し
た
、
サ
ス
ペ
ン

ス
万
能
の
作
物
で
な
け
れ
ば
興
味
を
刺
激
し
な
い
。
大
衆
の
読
み
物
で
あ
る
新

聞
小
説
が
、
後
者
の
形
式
を
採
用
す
る
に
不
思
議
は
な
か
ら
う
。（
５
頁
）

こ
こ
で
千
葉
は
、《
現
実
／
サ
ス
ペ
ン
ス
・
偶
然
》、《
少
数
の
知
識
者
／
一
般
大

衆
》
と
、
題
材
と
読
者
層
と
を
重
ね
て
二
分
す
る
こ
と
で
、
新
聞
小
説
の
特
徴
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
上
で
、《
日
本
の
新
聞
小
説
歴
史
を
辿
つ
て
来
れ
ば
、
そ
れ

は
芸
術
至
上
性
、
社
会
性
、
娯
楽
性
、
の
三
条
件
の
交
錯
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
個

別
の
対
立
か
ら
成
り
立
つ
て
ゐ
た
》
と
、
三
つ
の
要
点
を
抽
出
し
、
そ
の
ウ
ェ
イ
ト

に
よ
っ
て
《
現
代
の
大
新
聞
は
、
同
一
日
の
紙
面
に
、
三
種
を
振
り
わ
け
て
ゐ
る
》

こ
と
―
《
朝
刊
に
芸
術
的
な
通
俗
小
説
、
夕
刊
第
一
面
に
社マ

マ

会
性
的
な
作
物
―

こ
れ
に
は
除
外
例
が
あ
る
―
夕
刊
第
三
面
は
、
き
ま
つ
て
、
娯
楽
的
な
大
衆
文
芸
》

（
21
頁
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。《
芸
術
至
上
性
》
を
純
文
学

が
擁
す
る
芸
術
性
、《
娯
楽
性
》
を
通
俗
性
と
捉
え
れ
ば
、
芸
術
性
、
社
会
性
、
通
俗

性
は
、
昭
和
一
〇
年
代
の
新
聞
小
説（
論
）を
検
討
す
る
際
の
最
重
要
鍵
概
念
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
関
心
か
ら
、
次
節
以
降
、
芸
術
性
、
通
俗
性
、
社
会
性（
４
）と

い
っ
た
鍵

概
念
と
そ
の
関
係
性
に
注
目
し
な
が
ら
、
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
新
聞
小
説
論
の

調
査
・
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

Ⅱ

昭
和
一
〇
年
代
の
新
聞
小
説
論
は
、
言
表
の
量0

を
目
安
に
す
れ
ば
、
昭
和
一
〇
年

が
そ
の
ピ
ー
ク
と
い
え
る
。
昭
和
一
〇
年
末
、《
最
近
で
は
新
聞
小
説
論
が
、
大
い
に

文
壇
を
に
ぎ
わ
し
て
ゐ
る
》
と
い
う
観
察
を
示
し
た
「
新
ら
し
い
新
聞
小
説
に
つ
い

て
」（『
政
界
往
来
』
昭
10
・
12
）
の
青
野
季
吉
は
、《
あ
れ
は
結
局
、
娯
楽
本
位
の
通

俗
小
説
さ
と
蔑
視
し
て
ゐ
た
純
文
学マ

マ家
が
、
新
聞
小
説
を
ど
う
見
る
か
、
新
聞
小
説

に
た
い
し
て
、
ど
う
云
ふ
見
解
や
抱
負
を
も
つ
て
ゐ
る
か
を
、
闡
明
し
た
も
の
で
賑

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
》
と
揶
揄
的
に
総
括
し
た
上
で
、《
こ
の
現
象
は
、
最
近
、
新
聞

が
こ
ぞ
つ
て
純
文
芸
家
の
新
聞
小
説
を
迎
へ
る
傾
向
が
現
は
れ
て
来
た
の
に
、
そ
の

端
を
発
し
て
ゐ
る
》（
212
頁
）
と
、
そ
の
動
因
ま
で
を
指
摘
し
て
い
た
。
実
際
、
勝
本

清
一
郎
「
新
聞
小
説
検
討
」（『
日
本
評
論
』
昭
10
・
11
）
に
示
さ
れ
た
と
お
り
、
昭

和
一
〇
年
に
は
次
の
よ
う
な
新
聞
小
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

朝
日
、
日
々
、
都
、
時
事
の
四
紙
に
於
け
る
十
二
の
小
説
の
う
ち
七
篇
ま
で
が
、

横
光
利
一
、
室
生
犀
星
、
宇
野
千
代
、
石
坂
洋
次
郎
、
武
田
麟
太
郎
、
小
島
政

二
郎
、
芹
澤
光
治
良
諸
氏
と
云
ふ
風
に
純
文
学
系
の
筆
で
あ
る
。
従
来
通
り
な

の
は
読
売
、
報
知
、
国
民
そ
の
他
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
発
行
部
数
を
計
算
す
る

と
し
た
ら
、
日
本
の
新
聞
小
説
の
舞
台
の
三
分
の
二
ぐ
ら
ゐ
が
純
文
学
系
の
筆

で
占
領
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
る
こ
と
さ
へ
出
来
る
。
か
ゝ
る
事
態
は
未
曾
有
で
、
明

か
に
日
本
の
新
聞
小
説
が
一
つ
の
転
換
点
に
立
つ
て
ゐ
る
事
を
示
す
。（
206
頁
）

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
純
文
学
（
作
家
）
に
よ
る
新
聞
へ
の
進
出
な
の
だ
が
、

そ
れ
は
当
然
、
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
上
に
純
文
学
作
家
の
居
場
所

0

0

0

が
な
か
っ
た
こ

と
を
前
提

0

0

と
す
る
。
そ
の
こ
と
を
、
強
調
し
た
の
は
、「
新
聞
は
純
文
学
を
ど
う
見
て
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い
る
か
」（『
新
潮
』
昭
９
・
10
）
の
岡
田
三
郎
で
あ
る
。

今
日
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
―
特
に
新
聞
―
の
上
で
、
純
文
学
と
い
ふ
も
の

が
殆
ど
し
め
だ
し
を
食
は
さ
れ
た
形
で
、
た
だ
た
だ
一
般
大
衆
の
興
味
に
迎
合

す
る
や
う
な
大
衆
文
学
や
通
俗
小
説
ば
か
り
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
し
て
ま
た

一
般
社
会
に
大
衆
作
家
や
通
俗
作
家
が
人
気
を
は
せ
た
り
、
原
稿
料
が
沢
山
は

ひ
る
ん
で
自
然
華
や
か
に
彼
等
の
生
活
が
世
人
の
前
に
展
開
さ
れ
た
り
す
る
結

果
、
文
学
と
い
ふ
も
の
に
対
し
て
し
つ
か
り
し
た
認
識
を
獲
得
し
て
ゐ
な
い
一

般
大
衆
は
、
大
衆
文
学
や
通
俗
小
説
と
い
ふ
も
の
を
本
当
の
文
学
で
あ
る
と
認

識
し
て
し
ま
ふ
の
は
当
然
の
こ
と
で
も
あ
ら
う
。（
78
頁
）

こ
こ
で
岡
田
は
、
大
衆
文
学
や
通
俗
小
説
の
通
俗
性
が
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を

占
領
し
て
お
り
、
本
来
、《
本
当
の
文
学
》
で
あ
る
と
こ
ろ
の
芸
術
性
を
も
っ
た
純
文

学
の
立
ち
入
る
余
地
が
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
片
岡
貢
は
「
新

聞
と
純
文
学
―
岡
田
三
郎
氏
の
抗
議
に
対
し
て
―
」（『
新
潮
』
昭
９
・
12
）
に

お
い
て
、《
現
在
に
於
け
る
一
般
の
純
粋
文
学
は
大
衆
を
相
手
に
し
な
い
が
、
さ
れ
ば

と
言
つ
て
ど
の
程
度
に
イ
ン
テ
リ
層
の
読
者
を
獲
得
し
て
ゐ
る
か
》、《
一
般
の
イ
ン

テ
リ
は
現
在
の
如
き
純
文
学
作
品
に
殆
ん
ど
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
感
じ
な
い
で
あ
ら
う

と
い
ふ
の
が
、
綜
合
的
結
論
》
だ
と
切
り
返
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
し
て
、
純
文

学
作
家
に
よ
る
狭
隘
な
視
野
を
批
判
し
て
い
く
。

	

凡
て
は
、
純
文
学
と
い
ふ
概
念
、
つ
ま
り
大
衆
を
相
手
に
せ
ぬ
レ
ベ
ル
の
高

い
文
学
と
い
ふ
概
念
に
囚
は
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
つ
て
ゐ
る
。
真
の
力
強
い

文
学
は
大
衆
に
も
訴
へ
る
も
の
だ
と
い
ふ
所
に
気
が
つ
い
た
な
ら
ば
、
大
衆
文

学
を
撲
滅
し
な
け
れ
ば
と
い
ふ
や
う
な
小
乗
的
な
考
へ
方
で
は
な
く
、
そ
れ
を

文
学
的
に
克
服
せ
ん
と
す
る
大
乗
的
達
観
に
到
逹
し
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
ふ
。（
82
頁
）

一
方
で
、
純
文
学
に
関
わ
る
メ
デ
ィ
ア
は
と
い
え
ば
、
川
端
康
成
「
文
芸
時
評
―

作
家
の
実
際
論
―
」（『
新
潮
』
昭
10
・
３
）
に
お
い
て
、《
娯
楽
雑
誌
や
婦
人
雑
誌

が
殆
ん
ど
長
篇
小
説
ば
か
り
掲
載
し
て
ゐ
る
の
に
、
高
級
雑
誌
や
文
芸
雑
誌
が
殆
ん

ど
短
篇
小
説
ば
か
り
掲
載
し
て
ゐ
る
の
は
ど
う
い
ふ
わ
け
で
あ
る
か
》、《
そ
こ
に
も

純
文
学
の
欠
陥
が
横
は
つ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
》（
201
頁
）
と
い
っ
た
現
状
が
あ

り
、
そ
こ
か
ら
「
文
芸
雑
感
」（『
改
造
』
昭
10
・
１
）
の
廣
津
和
郎
の
よ
う
に
、《
純

文
芸
的
長
篇
小
説
の
発
表
機
関
と
し
て
、
新
聞
の
連
載
小
説
欄
を
獲
得
す
る
事
》（
297

～
298
頁
）
を
目
指
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
あ
が
り
も
す
る
。
そ
の
際
に
廣
津
が
気
に

し
て
い
る
こ
と
も
、
新
聞
と
い
う
媒
体
の
特
殊
性
と
通
俗
性
／
芸
術
性
の
相
克
で
あ

る
。
廣
津
は
さ
ら
に
、《
一
般
の
読
者
に
或
程
度
ま
で
の
興
味
を
持
た
せ
な
が
ら
、
在

来
の
通
俗
小
説
で
は
な
い
も
の
の
方
へ
、
少
し
づ
つ
少
し
づ
つ
で
も
読
者
を
引
上
げ

て
行
か
う
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
に
、
開
拓
す
べ
き
境
地
が
全
然
な
い
と
は
云
へ
な

い
》、《
在
来
の
通
俗
小
説
と
行
き
方
を
違
へ
て
も
、
受
け
る
や
う
に
リ
ー
ド
す
れ
ば
、

新
聞
は
つ
い
て
来
る
》（
298
頁
）
と
述
べ
て
も
い
た
。
つ
ま
り
、
純
文
学
の
作
家
は
、

は
じ
め
一
定
程
度
通
俗
性
へ
の
配
慮
が
必
要
だ
が
、
連
載
を
通
じ
て
読
者
を
教
育

0

0

す

る
こ
と
で
、
徐
々
に
芸
術
性
を
引
き
あ
げ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
の
だ
。

こ
う
し
た
見
解
が
、
楽
観
的
に
す
ぎ
る
か
否
か
を
論
じ
る
以
前
に
、
お
そ
ら
く
新

聞
の
読
者
層
（
廣
津
の
い
う
《
一
般
の
読
者
》）
の
想
定
が
、
論
者
に
よ
っ
て
あ
ま
り

に
も
異
な
る
点
に
、
ま
ず
難
問
が
あ
る
。《
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
文
学
は
何
処
迄
も

現
実
逃
避
の
文
学
》
だ
と
断
じ
る
「
知
識
階
級
と
通
俗
文
学
」（『
早
稲
田
文
学
』
昭

10
・
１
）
の
谷
崎
精
二
は
、《
現
代
の
知
識
階
級
人
が
通
俗
小
説
を
求
め
る
心
理
は
結

局
こ
れ
》（
11
頁
）
だ
と
み
て
お
り
、
そ
う
し
た
現
状
を
批
判
的
に
捉
え
た
地
点
か

ら
、《
新
聞
の
夕
刊
や
娯
楽
雑
誌
の
読
物
の
中
で
与
へ
ら
れ
る
生
活
の
不
満
へ
の
補
償

が
、
余
り
に
儚
な
い
、
無
価
値
な
物
で
あ
る
事
を
悟
り
、
正
し
い
人
生
の
批
評
家
と

し
て
彼
等
が
動
き
出
す
日
が
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
》（
13
頁
）
と
、
知
識
階
級
の
自
覚

を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
金
剛
登
「
壁
評
論　

知
識
階
級
と
通
俗
文
学
」（『
読
売

新
聞
』
昭
10
・
１
・
８
）
で
は
、《
こ
ん
に
ち
の
そ
の
〔
新
聞
の
〕
読
者
層
の
圧
倒
的

部
分
は
、
も
早
や
イ
ン
テ
リ
で
な
く
た
ゞ
の
小
市
民
》
だ
と
し
て
、《
漱
石
や
秋
聲
が
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新
聞
小
説
を
か
い
た
時
代
と
は
、
読
者
層
に
質
的
の
大
衆
化
が
来
た
と
こ
ろ
に
困
難

な
問
題
が
潜
ん
で
ゐ
る
》（
４
面
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
、
大
衆
化
し
た

0

0

0

0

0

読
者
層

0

0

0

へ
の
注
目
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
も
そ
も
新
聞
社
・
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
想
定

が
異
な
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
捉
え
方
も
《
大
衆
／
一
般
読
者
／
知
識
階
級
／

小
市
民
》
な
ど
、
表
現
レ
ベ
ル
に
お
い
て
す
ら
、
著
し
い
差
異

－

幅
を
孕
ん
だ
も
の

と
な
っ
て
い
た
の
だ
。

そ
れ
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
当
事
者
た
ち
が
感
じ
て
い
た
純
文
学
の
閉

塞
感
で
あ
り
、
横
光
利
一
「
純
粋
小
説
論
」
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
の
一
つ
で
あ
る
。
同

論
は
、
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
新
聞
小
説
の
ゆ
く
え
か
ら
み
れ
ば
、
横
光
に
と
っ

て
芸
術
性
か
ら
通
俗
性
、
さ
ら
に
は
社
会
性
へ
の
方シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ

向
転
換
宣
言
で
も
あ
っ
た（
５
）。

こ

う
し
た
機
運
は
、
車
引
耕
介
「
壁
評
論　

新
聞
小
説
論
の
断
面
」（『
読
売
新
聞
』
昭

10
・
10
・
27
）
に
お
い
て
は
、《
純
文
芸
の
作
家
が
新
聞
小
説
に
迎
へ
ら
れ
て
来
た
、

い
や
、
押
し
出
し
て
来
た
》
と
捉
え
ら
れ
、《
こ
れ
に
ど
れ
だ
け
し
つ
か
り
し
た
必
然

が
あ
る
の
か
そ
れ
は
分
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
純
文
芸
の
大
衆
化
に
と
つ
て
、
重
大

な
現
象
》
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
も
い
た
。
ま
た
、
同
論
で
は
、
特
集
「
新
聞
小
説

論
」（『
新
潮
』
昭
10
・
11
）
に
も
、《
時
宜
を
得
た
集
中
物
》（
９
面
）
だ
と
論
及
が

み
ら
れ
た
。

こ
の
特
集
は
、
新
聞
小
説
を
書
い
た
純
文
学
作
家
二
名
、
編
集
者
、
評
論
家
か
ら

の
寄
稿
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
室
生
犀
星
は
「
新
聞
小
説
に
就
い
て
」
に
お
い
て
、

《
潔
ぎ
よ
く
白
状
す
れ
ば
新
聞
に
書
い
て
ゐ
る
間
ぢ
う
、
私
は
喜
び
の
感
情
を
以
つ
て

仕
事
に
従
事
し
て
ゐ
た
》、《
幾
十
人
か
の
人
間
を
描
い
て
ゆ
け
ば
ひ
と
り
で
に
そ
の

時
代
の
思
想
や
傾
向
な
ぞ
も
取
容
れ
て
ゆ
く
訳
な
の
だ
》（
81
頁
）
と
述
べ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
通
俗
性
に
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
い
つ
も
通
り
の
芸
術
性
を
貫
い
た
犀
星
に

と
っ
て
は
、
社
会
性
す
ら
そ
の
延
長
線
上
に
確
保
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
。《
舞
台
》、

《
長
篇
》、《
収
益
（
印
税
）》
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、《
新
聞
小
説
に
対
す
る
純
文
芸
作

家
の
関
心
が
漸
く
高
め
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
見
え
る
》（
82
頁
）
と
い
う
上

泉
秀
信
は
「
純
文
芸
作
家
と
新
聞
小
説
」
に
お
い
て
、《
新
聞
が
純
文
芸
作
家
に
差
し

伸
べ
た
手
は
、
純
文
芸
作
家
に
新
し
い
魅
力
が
あ
つ
た
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既

成
の
通
俗
作
家
が
魅
力
を
失
ひ
か
け
て
ゐ
る
か
ら
》
だ
と
看
破
し
た
上
で
、
し
か
し
、

《
こ
の
や
う
な
機
会
を
巧
み
に
捉
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
純
文
芸
作
家
は
、
生
活
的
に

は
新
し
い
市
場
の
開
拓
が
出
来
る
し
、
雑
誌
で
は
殆
ど
不
可
能
と
さ
れ
て
ゐ
る
長
篇

発
表
の
舞
台
を
も
同
時
に
獲
得
出
来
る
》（
83
頁
）
の
だ
と
、
現
実
的
な
メ
リ
ッ
ト
を

指
摘
し
て
い
る
。
杉
山
平
助
は
「
新
聞
小
説
雑
感　
「
う
け
る
う
け
な
い

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
」」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
、《
新
聞
の
連
載
小
説
が
、
読
者
に
受
け
て
ゐ
る
か
受
け
て

ゐ
な
い
か
、
こ
れ
を
観
測
す
る
こ
と
ぐ
ら
ゐ
困
難
な
も
の
は
す
く
な
い
》
と
し
て
、

そ
の
要
因
を
《
読
者
の
階
級
と
、
智
力
、
趣
味
、
嗜
好
の
異
な
る
こ
と
、
新
聞
紙
ほ

ど
の
も
の
は
、
外
に
な
い
か
ら
》（
85
頁
）
だ
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
杉
山
は
《
新

聞
小
説
を
批
判
す
る
時
は
、
こ
れ
を
商
品
性
の
立
場
か
ら
検
討
す
る
も
の
と
、
芸
術

品
の
立
場
か
ら
検
討
す
る
も
の
と
の
二
の
場
合
が
あ
り
、
そ
の
評
価
は
個
々
に
分
裂

し
が
ち
》
だ
と
し
て
、《
商
品
性
を
無
視
し
た
作
品
と
し
て
評
価
す
る
場
合
に
も
、「
ま

と
め
ら
れ
た
小
説
」
と
し
て
の
場
合
と
、「
連
載
さ
れ
つ
つ
あ
る
小
説
」
と
し
て
評
価

さ
れ
る
場
合
》
が
あ
り
、
さ
ら
に
、《
商
品
と
し
て
新
聞
小
説
を
考
へ
る
時
も
、
こ
の

通
俗
性
と
芸
術
的
の
問
題
は
交
錯
し
て
く
る
》（
87
頁
）
の
だ
と
、
観
点
／
評
価
の
多

様
性
が
戸
惑
い
と
と
も
に
強
調
さ
れ
て
い
た
。《
こ
の
春
か
ら
新
聞
小
説
を
二
つ
受
け

持
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
新
聞
小
説
で
あ
る
と
い
ふ
形
式
上
の
考
慮
の
外
に
は
芸
術

的
な
妥
協
は
些
も
し
な
か
つ
た
》（
89
頁
）
と
い
う
「
新
聞
小
説
に
つ
い
て
」
の
武
田

麟
太
郎
は
、《
今
日
の
作
家
を
通
じ
て
の
傾
向
は
、
云
ひ
た
い
こ
と
を
十
分
短
篇
の
中

に
盛
り
得
な
く
な
つ
て
ゐ
る
》、《
し
か
も
、
現
行
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
形
式
と
矛
盾

を
感
じ
て
ゐ
る
》
と
い
う
現
状
の
紹
介
に
つ
づ
き
、《
こ
の
場
合
、
只
一
つ
可
能
な
隙

間
は
新
聞
小
説
》（
90
頁
）
だ
と
さ
え
言
表
し
て
い
る
。、
あ
る
い
は
、
特
集
外
で
も
、

三
上
於
菟
吉
氏
打
診
「
時
の
ト
ピ
ツ
ク
【
10
】
新
聞
長
篇
小
説
の
行
方
」（『
読
売
新

聞
』
昭
10
・
11
・
12
）
に
は
、
通
俗
性
、
芸
術
性
、
社
会
性
と
い
っ
た
鍵
概
念
に
ふ
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れ
た
次
の
コ
メ
ン
ト
が
読
ま
れ
る
。

「
純
文
芸
の
新
聞
小
説
と
い
へ
ば
古
い
こ
ろ
の
読
売
で
は
盛
ん
に
や
つ
た
も
の
だ

し
、
最
近
で
は
、
た
と
へ
ば
都
新
聞
な
ど
か
な
り
ま
へ
か
ら
先
鞭
を
つ
け
て
尾

崎
君
の
『
人
生
劇
場
』
な
ど
の
い
い
作
品
も
出
た
し
、
朝
日
の
朝
刊
に
山
本
有

三
君
の
も
の
が
載
つ
た
り
、
ま
た
夕
刊
の
一
面
で
は
純
文
芸
作
家
を
動
員
し
て

ゐ
た
か
ら
、
い
ま
さ
ら
地
方
新
聞
に
横
光
君
の
『
天
使
』
が
載
つ
た
り
、
日
々

に
『
家
族
会
議
』
を
書
い
た
か
ら
と
い
つ
て
、
こ
と
新
し
く
い
ふ
の
も
変
だ
。

〔
略
〕
純
文
学
の
諸
君
が
、
い
ま
に
な
つ
て
彼
等
の
視
野
の
狭
小
と
社
会
認
識
に

怠
惰
で
あ
つ
た
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
深
く
自
己
を
掘
り
下
げ
、
従
つ
て
銘
々

の
作
品
に
正
し
い
意
味
の
社
会
性
を
持
た
せ
よ
う
と
努
力
し
て
来
た
ら
、
そ
の
う

ち
に
必
ず
相
当
す
ば
ら
し
い
作
品
が
生
れ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
ね
。」（
10
面
）

こ
の
よ
う
に
、
新
聞
小
説
論
は
過
去
の
事
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
純
文
学
作
家
の

思
惑
と
は
別
の
論
理
も
は
ら
み
な
が
ら
、
展
開
し
て
い
っ
た
。

以
上
、
本
節
で
検
証
し
て
き
た
議
論
に
つ
い
て
は
、
柿
本
赤
人
「
新
聞
小
説
を
評

す
」（『
新
潮
』
昭
10
・
12
）
で
そ
の
基
底
的
要
因
が
探
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
柿
本
は
、

《
新
聞
小
説
が
、
問
題
に
な
つ
て
来
た
の
は
、
純
文
学
の
極
度
の
疲
弊
に
根
ざ
し
て
、

作
家
側
の
長
篇
小
説
に
対
す
る
要
望
と
、
そ
れ
の
発
表
舞
台
と
し
て
、
新
聞
を
求
め

た
と
こ
ろ
に
、
原
因
し
て
ゐ
る
》
と
表
向
き
の
理
由
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、《
純
文
学

の
作
家
た
ち
が
そ
の
作
品
行
動
の
上
で
も
、
経
済
的
条
件
の
上
で
も
、
純
文
学
の
創

作
だ
け
で
は
、
持
ち
つ
づ
け
ら
れ
な
く
な
つ
て
来
た
》、《
要
す
る
に
作
家
が
、
純
文

学
に
対
す
る
潔
癖
性
を
捨
て
、
操
持
を
捨
て
て
、
文
学
の
通
俗
化
に
妥
協
し
た
こ
と

が
、
新
聞
小
説
に
対
す
る
関
心
と
な
つ
て
現
は
れ
た
》（
126
頁
）
の
だ
と
、（
身
も
蓋

も
な
い
）
純
文
学
作
家
の
現
実
的
な
苦
境
を
指
摘
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
純
文
学
作

家
に
よ
る
新
聞
小
説
執
筆
と
い
う
現
象
は
、
芸
術
性
、
通
俗
性
と
い
う
観
点
か
ら
否

定
的
に
語
ら
れ
て
い
く
。
片
岡
鐵
兵
・
川
端
康
成
・
木
村
毅
・
小
林
秀
雄
・
加
藤
武

雄
・
白
井
喬
二
・
勝
本
清
一
郎
・
徳
永
直
・
中
村
武
羅
夫
「
座
談
会　

純
文
学
・
大

衆
小
説
・
新
聞
小
説
に
つ
い
て
」（『
新
潮
』
昭
11
・
２
）
に
お
い
て
加
藤
武
雄
は
、

《
あ
れ
は
、
純
文
学
の
新
聞
小
説
へ
の
進
出
だ
と
云
ふ
の
は
嘘
ぢ
や
な
い
か
。
寧
ろ
、

純
文
学
者
の
通
俗
小
説
へ
の
降
服
ぢ
や
な
い
か
》（
184
頁
）
と
発
言
し
て
い
る
し
、《
い

は
ゆ
る
「
新
聞
小
説
」
の
既
成
形
式
は
、「
こ
の
国
で
は
、
通
俗
雑
誌
」
の
小
説
の
延

長
》
だ
と
指
摘
す
る
、
白
雲
子
「
赤
外
線　

芸
術
長
篇
と
新
聞
小
説
」（『
東
京
朝
日

新
聞
』
昭
11
・
２
・
28
）
に
お
い
て
も
、《
初
め
か
ら
芸
術
的
長
篇
》
を
企
図
し
た

《
純
文
学
作
家
の
長
篇
要
望
》
は
、《
新
聞
へ
載
せ
る
と
な
る
と
、
読
者
の
意
向
を
気

に
し
て
通
俗
性
を
入
れ
る
こ
と
に
な
》
り
、《
そ
の
結
果
、
不
徹
底
な
作
品
に
な
り
易

い
》（
９
面
）
と
み
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
同
時
代
評
価
は
、
次
に
引
く
中
村
武
羅

夫
「
文
芸
時
評
【
三
】
通
俗
作
家
の
類
型
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
昭
11
・
１
・
23
）

に
よ
く
集
約
さ
れ
て
い
る
。

	

純
文
学
作
家
の
長
篇
小
説
に
対
す
る
要
望
が
、
一
時
盛
ん
だ
つ
た
と
思
つ
た

ら
、
そ
れ
が
実
際
と
し
て
は
、
要
す
る
に
純
文
学
作
家
の
新
聞
小
説
へ
の
進
出

と
い
ふ
結
果
と
し
て
現
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。〔
略
〕
し
か
し
、
そ
れ
が
通
俗
性
へ

の
妥
協
で
あ
る
以
上
、
要
す
る
に
通
俗
小
説
へ
の
降
服
で
あ
つ
て
、
決
し
て
純

文
学
の
勝
利
と
は
い
へ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、《
純
文
学
作
家
の
新
聞
小
説
へ
の
進
出
》
と
は
、
芸
術
性
よ
り
も
通
俗
性

を
重
視
し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
、
と
中
村
は
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
興

味
深
い
の
は
、
横
光
利
一
「
家
族
会
議
」（『
大
阪
毎
日
／
東
京
日
日
新
聞
』
昭
10
・

８
・
７
～
12
・
31
）
に
ふ
れ
た
次
の
一
節
で
あ
る
。

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
横
光
氏
の
「
家
族
会
議
」
な
ど
、
今
日
で
は
通
俗
作
家
と

目
さ
れ
て
ゐ
る
久
米
正
雄
氏
と
、
菊
池
寛
氏
と
、
両
巨
頭
の
間
に
は
さ
ま
れ
て
、

純
文
学
的
に
も
、
通
俗
小
説
と
し
て
も
、
結
局
、
見
劣
り
の
す
る
作
品
し
か
書

け
な
か
つ
た
こ
と
は
、
純
文
学
の
新
聞
小
説
へ
の
進
出
を
、
簡
単
に
純
文
学
の

凱
歌
と
し
て
、
喜
ん
で
し
ま
ふ
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ら
う
。（
９
面
）

も
ち
ろ
ん
、《
見
劣
り
》
の
一
句
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
村
の
「
家
族
会
議
」
評
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価
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、《
純
文
学
》
に
も
《
通
俗
小
説
》
に
も
な
り
き
ら
な

い
と
捉
え
ら
れ
た
そ
の
位
置
（
づ
け
）
に
は
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に

通
俗
性
／
芸
術
性
の
二
項
対
立
図
式
か
ら
は
み
え
に
く
く
さ
れ
て
し
ま
う
、
昭
和
一

〇
年
代
の
新
聞
小
説
論
の
鍵
概
念
で
あ
る
、
社
会
性
が
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

Ⅲ

《
文
学
の
社
会
的
な
存
在
の
し
か
た
は
、
新
聞
小
説
に
お
い
て
そ
の
頂
点
を
み
る
》

（
219
頁
）
と
看
破
し
た
の
は
、『
文
学
の
た
め
の
経
済
学
』（
春
秋
社
、
昭
８
）
の
大
熊

信
行
で
あ
る
。《
本
書
の
主
た
る
内
容
を
な
す
も
の
は
連
載
形
式
論
で
あ
り
、
わ
け
て

も
新
聞
小
説
論
》（
Ⅲ
頁
）
だ
と
宣
言
す
る
『
文
芸
の
日
本
的
形
態
』（
三
省
堂
、
昭

12
）
で
も
大
熊
は
、
次
の
よ
う
に
新
聞
小
説
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。

新
聞
紙
は
、
た
ん
に
そ
の
日
そ
の
日
配
達
さ
れ
る
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
で
な
く
、

社
会
的
現
実
に
関
す
る
集
約
的
な
ニ
ュ
ー
ス
で
み
ち
み
ち
た
も
の
、
そ
し
て
、

こ
れ
に
む
か
ふ
瞬
間
の
読
者
の
心
理
状
態
は
、
い
は
ゞ
社
会
的
な
現
実
の
諸
相

を
触
知
せ
ん
と
す
る
気
分
で
あ
り
、
新
聞
小
説
は
新
聞
記
事
と
打
ち
な
ら
ん
で

読
者
の
眼
に
入
り
、
そ
の
や
う
な
一
定
気
分
の
時
間
圏
内
に
お
い
て
併
読
さ
れ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
。（
39
～
40
頁
）

以
下
、
本
節
で
は
新
聞
小
説
の
連
載
形
式
と
社
会
性
に
関
す
る
議
論
を
検
討
し
て

い
き
た
い
。

《
日
本
の
大
新
聞
は
み
ん
な
一
新
聞
に
し
て
高
級
看
板
新
聞
と
大
衆
営
業
新
聞
と
を

兼
ね
よ
う
と
》
し
て
お
り
、《
そ
の
難
し
さ
を
新
聞
小
説
作
家
が
一
身
に
背
負
は
さ
れ

る
》
の
だ
と
指
摘
す
る
「
時
論
四
題
（
３
）
新
聞
小
説
の
悩
み
」（『
読
売
新
聞
』
昭

10
・
10
・
31
）
の
勝
本
清
一
郎
は
、《
も
う
一
つ
の
悩
み
》
と
し
て
、《
前
の
悩
み
を

克
服
す
る
た
め
に
連
載
的
効
果
を
発
揮
し
よ
う
と
し
て
日
本
の
新
聞
小
説
作
家
が
、

そ
の
作
品
を
毎
日
一
回
分
づ
ゝ
に
切
つ
て
書
き
、
そ
れ
だ
け
な
ら
い
い
の
だ
が
、
結

局
発
表
前
に
全
体
を
完
成
す
る
事
な
く
、
発
表
に
つ
れ
て
書
い
て
行
く
と
云
ふ
習
慣

が
い
つ
か
出
来
て
し
ま
つ
た
事
の
中
に
あ
る
》（
５
面
）
と
、
発
表
形
態
に
連
動
し
た

執
筆
習
慣
の
変
容
を
問
題
視
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
、
よ
り
端
的
に
い
え
ば
、
小

林
秀
雄
「
最
近
の
長
篇
小
説
（
一
）
単
行
本
の
冷
遇
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
10
・

12
・
７
）
に
お
け
る
、《
長
篇
小
説
と
い
へ
ば
、
そ
の
日
そ
の
日
の
読
者
の
興
味
を
原

稿
用
紙
四
枚
で
捕
へ
て
ゆ
く
新
聞
小
説
を
い
ふ
》（
11
面
）
と
い
う
一
文
と
な
り
、
こ

こ
で
は
小
説
の
断
片
化
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
読
者
の
問
題
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。

新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
要
請
す
る
物
質
的
な
分
量
と
対
読
者
戦
略
に
つ
い
て
は
、

立
野
信
之
が
「
文
学
変
革
の
要
求
【
三
】
再
び
長
篇
小
説
の
問
題
」（『
読
売
新
聞
』

昭
11
・
４
・
３
）
に
お
い
て
、《
一
回
三
枚
半
づ
ゝ
区
切
つ
て
出
す
形
式
が
、
果
し
て

適
当
か
ど
う
か
〔
／
〕
そ
し
て
ま
た
、
い
つ
も
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
お
嬢
さ
ん
が
得
恋
し

た
り
失
恋
し
た
り
す
る
の
を
、
面
白
が
つ
て
ゐ
る
と
思
ふ
考
へ
方
、
そ
れ
が
果
し
て

広
汎
な
大
衆
の
動
い
て
ゐ
る
要
求
を
捕
え
て
ゐ
る
か
ど
う
か
？
》（
５
面
）
と
、
制
度

化
さ
れ
た
現
状
に
つ
い
て
、
芸
術
性
の
観
点
か
ら
批
判
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
新
聞

小
説
と
い
う
舞
台
を
考
え
た
時
、
こ
と

0

0

は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。《
近
頃
、
新
聞
小
説

が
面
白
く
な
く
な
つ
た
と
い
ふ
噂
を
ち
よ
い
〳
〵
聞
く
が
こ
の
一
回
三
枚
半
と
い
ふ

発
表
形
式
が
そ
の
大
き
な
原
因
に
な
つ
て
ゐ
や
し
な
い
か
》
と
立
野
同
様
の
批
判
を

展
開
す
る
海
音
寺
潮
五
郎
は
、「
新
聞
小
説
見
参
」（『
日
本
学
藝
新
聞
』
昭
11
・
４
・

１
）
で
《
事
実
、
毎
日
〳
〵
を
面
白
く
す
る
た
め
の
小
山
な
ん
ぞ
に
頭
を
つ
か
つ
て

ゐ
て
は
、
ほ
ん
と
に
書
き
た
い
こ
と
、
ほ
ん
と
に
言
ひ
た
い
こ
と
な
ど
、
書
け
な
い

で
し
ま
ふ
》
と
し
な
が
ら
も
、《
と
い
つ
て
、
一
回
一
回
の
興
味
を
度
外
視
し
て
ゐ
て

は
、
性
急
な
読
者
は
食
ひ
つ
い
て
来
な
い
し
―
》（
１
面
）
と
、
芸
術
性
を
貫
く
こ

と
の
困
難
を
嘆
い
て
い
る
。
何
し
ろ
、
読
者
む
け
の
《
興
味
》
＝
通
俗
性
は
新
聞
小

説
に
お
い
て
不
可
欠
の
エ
ッ
セ
ン
ス
な
の
だ
か
ら
。《
新
聞
小
説
の
基
軸
は
（
そ
れ
が

如
何
に
芸
術
性
の
外
衣
を
纏
う
て
も
）
通
俗
性
に
在
る
こ
と
は
明
ら
か
》
だ
と
断
じ

る
「
新
聞
小
説
と
知
識
階
級
人
」（『
文
藝
』
昭
11
・
12
）
の
新
居
格
は
、《
そ
れ
故

に
、
そ
れ
は
略
同
じ
心
理
を
生
活
の
上
に
も
つ
広
義
の
知
識
階
級
人
に
は
親
し
ま
れ
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る
（
親
し
ま
れ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
は
時
々
の
事
実
問
題
だ
が
）
可
能
性
を
も
つ
も
の

で
あ
る
と
共
に
、
わ
た
し
の
所
謂
狭
義
の
知
識
階
級
人
に
は
比
較
的
関
心
を
も
た
れ

な
い
も
の
》（
136
頁
）
だ
と
、
知
識
人
を
二
層
に
分
節
し
た
上
で
、
新
聞
小
説
が
通
俗

性
を
求
め
る
《
広
義
の
知
識
階
級
人
》
向
け
の
小
説
だ
と
論
じ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、

知
識
人
を
二
分
す
る
ま
で
も
な
く
、
原
理
的
に
新
聞
小
説
が
通
俗
性
を
必
須
と
し
、

知
識
人
で
は
な
く
大
衆
向
け
の
小
説
だ
と
い
う
説
明
の
方
が
シ
ン
プ
ル
で
、
か
つ
説

得
力
も
あ
る
。
戸
川
貞
雄
「
文
学
は
ど
う
し
て
大
衆
を
獲
得
す
る
か
（
完
）
実
践
運

動
と
し
て
の
新
聞
小
説
（
下
）」（『
読
売
新
聞
』
昭
12
・
４
・
２
）
に
は
、
次
の
よ
う

な
新
聞
小
説
の
読
者
層
と
そ
れ
ゆ
え
期
待
さ
れ
る
内
容
・
形
式
へ
の
論
及
が
み
ら
れ
る
。

事
実
、
新
聞
小
説
の
熱
心
な
る
読
者
は
、
一
般
大
衆
で
あ
つ
て
、
決
し
て
文
学

愛
好
の
青
年
男
女
で
は
な
い
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
文
化
主
義
の
使
徒
た
る
イ

ン
テ
リ
達
で
も
な
い
。
新
聞
小
説
と
い
ふ
も
の
が
、
形
式
的
に
も
、
内
容
的
に

も
、
既
成
の
文
芸
概
念
か
ら
は
、
徹
頭
徹
尾
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
所

以
も
、
お
よ
そ
こ
れ
で
理
解
さ
れ
よ
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。（
５
面
）

確
か
に
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
時
期
の
新
聞
小
説
（
論
）
は
、
す
で
に
通
俗

性

－

大
衆
読
者
と
い
う
旧
来
型
の
範
疇
に
収
ま
り
き
る
わ
け
も
な
い
。
伊
集
院
齊
は

「
新
聞
小
説
の
ス
タ
イ
ル
」（『
新
潮
』
昭
11
・
８
）
に
お
い
て
、《
今
日
で
は
、
一
概

に
新
聞
小
説
と
云
つ
て
も
、
そ
の
中
に
、
お
の
づ
か
ら
二
つ
の
類
群
を
区
別
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
》
と
し
て
、《
従
来
有
り
来
た
り
の
通
俗
小
説
、
大
衆
小
説
》
に
く
わ

え
、《
最
近
に
な
つ
て
、
幾
分
か
高
級
な
、
云
は
ば
知
識
階
級
の
た
め
の
小
説
》
と
を

あ
げ
、
後
者
に
つ
い
て
《
商
業
主
義
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
今
日
の
新
聞
ジ
ヤ
ナ
リ
ズ

ム
が
、
わ
が
国
に
於
け
る
専
門
学
校
、
大
学
教
育
の
普
及
と
関
連
し
て
、
急
激
に
増

大
し
て
し
ま
つ
た
知
識
階
級
の
要
求
を
、
顧
慮
し
始
め
た
結
果
》（
210
頁
）
生
ま
れ
た

と
捉
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、《
今
日
の
知
識
階
級
が
要
求
し
て
ゐ
る
小
説
は
、
一
種
独

特
な
も
の
》、《
従
来
の
通
俗
小
説
、
大
衆
小
説
と
、
芸
術
小
説
と
の
中
間
に
位
す
る

も
の
》
だ
と
み
る
伊
集
院
は
、《
真
実
性
と
生
活
的
関
心
、
自
然
な
、
無
理
の
な
い
構

成
と
モ
ラ
ル
の
点
で
は
、
或
る
程
度
ま
で
芸
術
小
説
的
で
あ
つ
て
、
而
も
通
俗
小
説
、

大
衆
小
説
の
特
色
と
し
て
の
云
は
ば
浪
漫
的
な
興
味
、
生
新
な
娯
楽
性
、
単
純
平
明

な
表
現
の
ス
タ
イ
ル
―
然
う
し
た
も
の
を
も
失
つ
て
ゐ
な
い
や
う
な
、
そ
ん
な
作

品
》（
211
頁
）
と
ま
と
め
、
芸
術
性
、
通
俗
性
の
双
方
を
要
件
と
し
て
示
す
。

こ
う
し
た
特
殊
な
新
聞
小
説
と
し
て
論
及
さ
れ
て
い
く
の
が
、
横
光
利
一
「
家
族

会
議
」
で
あ
る
。「
家
族
会
議
」
を
《
新
聞
小
説
と
し
て
現
在
に
於
け
る
、
近
来
に
な

い
最
も
高
級
な
傑
作
》
だ
と
評
す
「
新
聞
小
説
検
討
」（
前
掲
）
の
勝
本
清
一
郎
は
、

《
絵
巻
物
形
式
の
典
型
的
な
諸
作
品
と
、
ま
た
連
載
的
条
件
を
全
然
無
視
し
た
諸
作
品

と
の
中
間
の
道
に
一
つ
の
ヒ
ツ
ト
を
飛
ば
し
て
ゐ
る
》、《
ロ
マ
ン
の
性
質
も
失
つ
て

ゐ
な
い
し
、
連
載
小
説
と
し
て
の
諸
条
件
も
持
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
特
殊
な
作
品
》（
212

～
213
頁
）
だ
と
し
て
、
芸
術
性
、
通
俗
性
双
方
の
観
点
か
ら
評
価
し
て
い
る
。
右
に

い
う
《
高
級
》
と
い
う
評
言
は
、
青
野
季
吉
「
新
聞
小
説
論
序
説
【
2
】
独
立
の
文

学
形
式
」（『
報
知
新
聞
』
昭
10
・
10
・
4
）
に
も
み
ら
れ
る
。《
新
聞
小
説
は
今
日
で

は
一
個
の
特
殊
な
、
独
立
の
文
学
形
式
》
だ
と
す
る
青
野
は
、
や
は
り
《
純
文
学
の

長
篇
小
説
と
は
本
質
的
に
異
な
つ
た
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
大
衆
雑
誌
や
婦
人
雑
誌

に
普
通
に
見
ら
れ
る
現
代
物
の
通
俗
小
説
と
も
、
お
の
づ
か
ら
異
な
つ
た
も
の
》（
９

面
）
だ
と
し
て
芸
術
性
／
通
俗
性
を
兼
ね
備
え
た
特
殊
性
を
新
聞
小
説
に
認
め
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
つ
づ
く
「
新
聞
小
説
論
序
説
【
3
】
娯
楽
性
と
思
想
性
」（『
報
知

新
聞
』
昭
10
・
10
・
5
）
に
お
い
て
青
野
は
《
新
聞
小
説
即
ち
現
代
物
の
通
俗
小
説

が
、
他
の
大
衆
通
俗
文
学
か
ら
自
己
を
区
別
す
る
点
》
を
《
そ
の
娯
楽
性
が
比
較
的

高
級
だ
と
い
ふ
性
質
》
に
み
て
い
る
。
さ
ら
に
青
野
は
、《
比
較
的
高
級
な
娯
楽
性
に

立
つ
新
聞
小
説
は
、
必
然
に
思
想
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
思
想
の
如
何

に
よ
つ
て
始
め
て
、
新
聞
小
説
と
し
て
の
営
業
的
価
値
を
越
え
て
、
そ
の
文
化
的
の

意
義
や
価
値
が
決
定
さ
れ
る
》（
９
面
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
に
い
う
《
思
想
性
》

は
社
会
性
と
換
言
可
能
で
あ
る
。

青
野
季
吉
は
「
新
ら
し
い
新
聞
小
説
に
つ
い
て
」（
前
掲
）
に
お
い
て
も
、《
新
聞
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小
説
と
し
て
の
制
限
に
敏
感
な
用
意
を
怠
ら
ぬ
と
共
に
、
一
個
の
大
き
な
う
ね
り
を

も
つ
て
転
変
し
て
行
く
構
成
を
も
ち
、
部
分
々
々
に
華
麗
な
写
生
が
光
つ
た
り
し
て

ゐ
て
、
新
聞
小
説
と
し
て
、
優
れ
た
作
品
》（
213
頁
）
と
し
て
横
光
利
一
「
家
族
会

議
」
に
論
及
し
、《
優
れ
た
も
の
に
し
て
注
目
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
、
多
く
そ
の
形
式
上

の
示
唆
に
よ
つ
て
ゐ
る
》
と
し
た
上
で
、《
こ
ん
ご
の
新
ら
し
い
新
聞
小
説
は
、
そ
の

形
式
の
完
備
と
共
に
、
内
容
の
上
で
、
云
は
ゞ
作
品
無
諾
と
し
て
、
訴
へ
か
け
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
イ
の
上
で
、
大
き
な
難
問
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
課
題
を
示

し
た
。
つ
ま
り
、
青
野
に
と
っ
て
「
家
族
会
議
」
は
《
新
ら
し
い
新
聞
小
説
》
の
完

成
形
で
は
な
い
。《
新
聞
小
説
は
、
そ
れ
が
い
か
に
新
ら
し
い
型
に
し
て
も
、
純
文
学

か
ら
は
「
通
俗
小
説
」
と
し
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》、《
通
俗
小
説
に
あ

つ
て
は
そ
の
作
品
の
倫
理
性
が
、
か
な
り
重
大
な
要
素
》
だ
と
論
じ
な
が
ら
、《
山
本

有
三
氏
に
見
る
様
な
、
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
チ
ツ
ク
な
倫
理
性
が
も
早
や
大
衆
の
情
操
を

と
ら
へ
得
な
く
な
つ
た
と
は
考
へ
な
い
が
、
新
ら
し
い
新
聞
小
説
は
そ
れ
を
背
柱
と

し
て
出
て
来
る
事
も
出
来
な
い
》（
217
頁
）
と
言
明
し
て
い
た
。

こ
こ
で
の
《
内
容
》

－《
倫
理
》
の
具
体
化
と
し
て
、
山
本
有
三
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
（
の
可
能
性
と
限
界
）
を
提
案
し
た
青
野
に
対
し
て
、
上
泉
秀
信
も
「
二
つ
の
道
」

（『
文
藝
』
昭
11
・
12
）
で
別
の
観
点
か
ら
山
本
有
三
の
時
代
性
に
論
及
し
て
い
く
。

《
過
去
に
於
い
て
は
故
夏
目
漱
石
の
小
説
、
現
代
で
は
谷
崎
潤
一
郎
、
山
本
有
三
な
ど

の
作
品
》（
138
頁
）
を
評
価
す
る
上
泉
は
、《
谷
崎
の
読
者
の
嗜
好
と
山
本
の
読
者
の

そ
れ
と
は
、
こ
れ
ま
た
全
然
別
箇
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
共
に
知

識
的
教
養
の
相
当
高
い
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
芸
術
味
も
面
白
さ
も
、
ほ
ん
た
う

に
は
理
解
し
得
な
い
と
い
ふ
点
で
共
通
し
て
ゐ
る
》
と
、
双
方
の
新
聞
小
説
に
芸
術

性
を
確
認
し
た
上
で
、《
谷
崎
の
場
合
は
、
知
識
階
級
の
高
い
教
養
に
直
接
結
び
つ
く

も
の
で
あ
り
、
山
本
の
場
合
は
、
教
義
あ
る
知
識
階
級
の
時
代
的
関
心
に
結
び
つ
く

も
の
》（
138
～
139
頁
）
だ
と
評
し
て
、《
時
代
的
関
心
》
と
い
う
評
言
で
後
者
に
は
社

会
性
を
も
見
出
し
て
い
る
。
先
の
青
野
と
は
捉
え
方
が
一
八
〇
度
異
な
る
が
、《
山
本

に
お
け
る
知
識
階
級
的
関
心
は
、
も
つ
と
若
い
世
代
に
結
び
付
い
て
ゐ
て
、
時
代
と

共
に
動
い
て
行
く
と
こ
ろ
に
新
し
い
存
在
意
義
を
持
つ
て
ゐ
る
》
と
み
る
上
泉
は
、

《
新
し
い
現
実
と
動
い
た
姿
に
何
よ
り
も
大
き
な
魅
力
を
感
じ
て
ゐ
る
新
聞
が
、
知
識

階
級
を
対
象
と
し
て
連
載
小
説
を
考
へ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
「
山
本
」
的
行
き
方
を

選
ぶ
こ
と
に
な
ら
う
》（
139
頁
）
と
、
山
本
有
三
的
な
方
向
性
（《
時
代
》
＝
社
会
性
）

に
可
能
性
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
新
し
い

0

0

0

新
聞
小
説
（
通
俗
性
に
配
慮
し
た
上
で
芸
術
性
を
保

持
し
た
も
の
）
の
方
向
性
と
し
て
、「
家
族
会
議
」、
山
本
有
三
が
そ
の
表
徴
と
し
て

浮
上
し
て
く
る
状
況
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
際
、
山
本
有
三
に
は
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
と
時
代
性
と
い
う
評
言
を
介
し
て
）
社
会
性
が
見
出
さ
れ
て
い
た（
６
）の

だ
。
よ
り

広
い
視
野
か
ら
は
、
戸
川
貞
雄
「
新
聞
小
説
論
」（『
ペ
ン
』
昭
11
・
12
）
が
《
社
会

的
な
存
続
を
、
文
芸
は
、
ど
の
や
う
な
存
在
形
式
で
以
て
、
今
日
ま
で
、
そ
し
て
今

日
以
後
、
現
実
的
に
発
展
し
来
り
発
展
し
ゆ
く
で
あ
ら
う
か
、
ま
た
ゆ
か
し
め
る
べ

き
で
あ
ら
う
か
、
さ
う
い
ふ
考
察
も
試
み
る
が
よ
ろ
し
く
は
な
い
か
》（
112
頁
）
と
問

題
提
起
し
た
こ
と
も
広
義
の
社
会
性
に
関
わ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
、
純
文
学
作
家
に
よ
る
新
し
い

0

0

0

新
聞
小
説
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
は
、
本

稿
の
鍵
概
念
か
ら
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
―
も
と
も
と
芸
術

性
を
も
っ
て
い
た
純
文
学
作
家
は
、
新
聞
小
説
に
書
く
際
に
は
（
芸
術
性
を
お
さ
え

て
）
通
俗
性
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
れ
を
従
前
か
ら
の
新
聞
小
説
と
差
異

化
す
る
た
め
に
は
、
何
か
し
ら
の
か
た
ち
で
社
会
性
が
求
め
ら
れ
る
、
の
だ
と
。

こ
こ

0

0

で
、
岸
田
國
士
「
暖
流
」（『
東
京
／
大
阪
朝
日
新
聞
』
昭
13
・
４
・
19
～
９
・

19
）
が
想
起
さ
れ
る
。
実
際
、「
新
聞
小
説
の
社
会
性
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
13
・
９
）

で
杉
山
平
助
も
《
私
が
完
全
に
通
読
し
て
ゐ
る
の
は
、
朝
日
新
聞
の
岸
田
國
士
の
「
暖

流
」
だ
け
》（
180
頁
）
だ
と
述
べ
、
同
作
に
論
及
し
て
い
く
。
杉
山
は
、《「
暖
流
」
に

特
異
な
性
質
》
を
《
こ
れ
ま
で
の
新
聞
小
説
に
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
つ
た
時
代

批
判
を
、
露
骨
な
る
分
析
や
説
明
に
よ
つ
て
ゞ
は
な
く
具
象
性
の
あ
る
人
物
の
配
置
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に
よ
つ
て
表
現
せ
ん
と
し
た
こ
と
》
だ
と
捉
え
、《
テ
ー
マ
は
一
病
院
の
経
営
の
批
判

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
日
本
の
文
化
社
会
の
運
命
に
関
す
る
象
徴
と
な
つ
て
ゐ
る
》（
182

頁
）
と
評
し
て
社
会
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
て
み
れ
ば
、
純
文
学
作
家
に
よ
る
新
聞
小
説
へ
の
進
出
が
議
論
さ
れ
て
以
来
、

昭
和
一
〇
年
代
を
通
じ
て
新
聞
小
説
論
は
、
類
似
し
た
論
点
を
反
復
し
て
き
た
こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
間
、
芸
術
性
、
通
俗
性
、
社
会
性
と
い
う
鍵
概
念
を
軸
と

し
た
新
聞
小
説
論
の
再
編
成
も
進
行
し
て
い
っ
た
の
だ
。

Ⅳ

『
岸
田
國
士
長
編
小
説
集
（
全
八
巻
）』（
改
造
社
、
昭
13
～
昭
14
）
が
刊
行
さ
れ
る

の
に
前
後
し
て
、
本
多
顕
彰
「
文
芸
時
評
（
３
）『
虚
構
』
と
『
真
実
』
と　

純
文
学

と
新
聞
小
説
に
就
て
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
14
・
７
・
30
）
で
は
、
次
の
よ
う
に

新
聞
小
説
論
の
難
題
が
今
な
お

0

0

0

論
じ
ら
れ
て
も
い
た
。

	

純
文
学
の
作
家
が
、
新
聞
小
説
を
書
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
虚
構
な
き
文
壇
か

ら
、
殆
ど
虚
構
に
終
始
す
る
の
が
慣
例
に
な
つ
て
ゐ
る
圏
へ
の
飛
躍
を
意
味
す

る
。
新
聞
小
説
は
純
文
学
の
読
者
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
広
い
、
多
数
の
、
そ

し
て
雑
多
の
読
者
の
要
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。。
作
者
は
そ
こ
で
熟
知

し
な
い
人
物
や
環
境
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
に
考
へ
る
。
そ
こ
に
作

者
の
苦
悶
が
あ
る
。
／
文
学
者
と
し
て
誠
実
で
あ
り
た
い
〔
／
〕
し
か
し
、
文

学
者
と
し
て
誠
実
で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
読
者
に
忠
実
で
あ
る
と
は
い
へ

な
い
。
こ
の
両
者
を
一
致
さ
せ
る
に
は
、
稀
有
の
才
能
を
要
す
る
と
思
は
れ
る
。

／
結
局
、
作
家
は
、
新
聞
を
書
い
て
ゐ
る
間
は
、
文
学
者
と
し
て
の
良
心
を
宥

め
す
か
す
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
は
す
ま
い
か
。
惧
れ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
宥
め

す
か
さ
れ
た
良
心
が
、
そ
の
ま
ゝ
眠
ら
さ
れ
て
し
ま
ふ
こ
と
だ
。

こ
こ
で
本
多
が
危
惧
す
る
よ
う
に
、《
良
心
》

－

芸
術
性
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、

そ
れ
は
純
文
学
作
家
の
新
聞
小
説
で
は
な
く
、
た
だ
の

0

0

0

通
俗
小
説
に
な
っ
て
し
ま
う
。

実
際
、
本
多
も
《
こ
の
「
朝
日
」
の
学
芸
面
へ
登
場
し
た
幾
人
も
の
有
能
な
作
家
た

ち
が
、
ゆ
い
て
再
び
還
ら
な
か
つ
た
こ
と
を
憶
ひ
起
せ
ば
、
感
慨
切
な
る
も
の
が
あ

る
》（
７
面
）
と
、
新
聞
（
小
説
）
の
力
の
大
き
さ
を
嘆
い
て
い
る
。

「
泉
」（『
東
京
／
大
阪
朝
日
新
聞
』
昭
14
・
10
・
７
～
昭
15
・
３
・
11
）
を
書
き
終

え
た
岸
田
國
士
に
、
九
年
ぶ
り
の
新
聞
小
説
論
が
あ
る
。《
私
は
、「
新
聞
小
説
」
ぐ

ら
ゐ
「
職
業
」
と
い
ふ
意
識
を
も
つ
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
文
章
は
、
ほ
か
に
は

さ
う
な
い
》
と
言
明
す
る
岸
田
は
「
新
聞
小
説
と
は
（
上
）」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭

15
・
３
・
16
）
に
お
い
て
、《
新
聞
が
な
ぜ
現
在
と
り
つ
ゝ
あ
る
や
う
な
形
式
で
小
説

を
連
載
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
ふ
点
》、《
新
聞
の
読
者
で
、
小
説
を
も
毎
日
欠

か
さ
ず
、
或
は
気
が
向
い
た
時
だ
け
と
び
と
び
に
読
む
人
々
は
、
い
つ
た
い
、
ど
う

0

0

い
ふ
要
求
か
ら

0

0

0

0

0

0

、
ま
た
ど
ん
な
読
み
方

0

0

0

0

0

0

で
、
こ
れ
ら
の
小
説
を
読
む
の
が
普
通
で
あ

る
か
と
い
ふ
点
》
―
《
以
上
の
二
点
か
ら
「
新
聞
小
説
」
の
条
件
或
は
制
約
と
い
ふ

も
の
が
生
れ
て
来
る
》
と
み
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

	

私
一
個
の
見
解
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
あ
る
新
聞
の
小
説
と
、
同
紙
面
と
の
調

和
不
調
和
と
い
ふ
こ
と
は
こ
ゝ
で
相
当
重
要
な
問
題
に
な
つ
て
来
る
と
思
ふ
。

作
者
の
撰
択
が
常
に
い
く
ぶ
ん
こ
の
標
準
で
行
は
れ
て
ゐ
る
も
の
と
判
断
は
で

き
る
け
れ
ど
も
、
作
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
も
亦
一
の
制
約
で
あ
り
、
時

に
は
拘
束
で
さ
へ
も
あ
る
。（
６
面
）

に
も
か
か
わ
ら
ず
／
そ
れ
ゆ
え
に
、
つ
づ
く
「
新
聞
小
説
と
は
（
下
）」（『
東
京
朝

日
新
聞
』
昭
15
・
３
・
17
）
で
《
私
は
常
に
新
聞
小
説
と
い
ふ
も
の
が
、
い
か
な
る

制
約
が
あ
る
に
も
せ
よ
、
や
は
り
書
き
甲
斐
の
あ
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
感
じ
さ

せ
ら
れ
る
》
と
い
う
岸
田
は
、
新
聞
小
説
に
課
せ
ら
れ
た
特
徴
的
な
制
限
＝
条
件
が
、

新
聞
小
説
（
作
家
）
に
関
わ
っ
て
い
く
あ
り
か
た
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

特
別
な
場
合
を
除
き
、
全
部
を
書
き
終
へ
て
か
ら
発
表
す
る
と
い
ふ
当
り
前
な

こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
実
情
と
、
読
者
の
側
か
ら
は
、
一
回
に
限
ら
れ

た
僅
か
の
行
数
を
、
ま
る
一
日
の
間
を
お
い
て
読
み
続
け
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
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と
い
ふ
奇
妙
な
読
書
法
と
を
、
殆
ど
無
意
識
で
は
あ
る
が
今
日
ま
で
多
く
の
作

家
が
、「
新
聞
小
説
」
の
ひ
と
つ
の
「
呼
吸
」
と
し
て
、
生
か
し
、
利
用
し
て
ゐ

る
こ
と
は
否
め
な
い
。
／
こ
ゝ
か
ら
新
聞
小
説
の
、
即
興
的
と
ま
で
は
云
へ
ぬ

に
し
て
も
、
や
ゝ
「
時
間
芸
術
」
の
あ
る
も
の
に
類
似
し
た
、
観
念
の
深
さ
の

限
界
と
、
文
体
に
必
然
的
に
影
響
す
る
リ
ズ
ム
の
法
則
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。（
６
面
）

こ
う
し
て
岸
田
は
、
他
な
ら
ぬ
新
聞
連
載
小
説
の
あ
り
か
た
を
、
自
ら
の
芸
術
性
、

媒
体

－

読
者
に
あ
わ
せ
た
通
俗
性
、
社
会
批
判
を
通
じ
て
の
社
会
性
、
と
い
っ
た
鍵

概
念
を
お
さ
え
つ
つ
提
示
し
て
い
た
。

ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
昭
和
一
一
年
末
、
阿
部
眞
之
助
は
「
新
聞
小
説
に
つ
い

て
」（『
文
藝
』
昭
11
・
12
）
に
お
い
て
、《
新
聞
社
側
と
し
て
も
、
将
来
、
主
力
を
何

処
に
置
て
、
如
何
に
自
己
の
価
値
を
特
徴
づ
く
べ
き
か
を
、
重
い
考
慮
を
以
て
眺
め

る
と
、
ど
う
し
て
も
新
聞
小
説
と
い
ふ
も
の
に
、
関
心
を
持
た
な
い
訳
に
は
行
か
な

く
な
る
》、《
政
府
の
言
論
機
関
へ
の
圧
迫
が
続
く
限
り
、
大
勢
と
し
て
、
新
聞
の
読

物
化
は
、
加
速
を
以
て
進
行
す
べ
く
、
新
聞
小
説
は
読
物
の
王
者
と
し
て
、
新
聞
界

に
君
臨
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
》（
131
～
132
頁
）
と
い
う
見
通
し
を
示
し
て
い
た
。
つ
ま

り
、
時
局
の
進
行
に
伴
い
、
画
一
化
さ
れ
て
い
く
新
聞
紙
面
に
お
い
て
、
新
聞
小
説

こ
そ
が
差
異
を
つ
く
り
え
る
数
少
な
い
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
文
芸
復
興
期
と
は
異
な

る
重
要
性
を
担
っ
て
い
く
と
い
う
の
だ
。
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
は
時
局
と
そ
れ
に
連

動
し
た
文
学
（
社
）
の
社
会
的
位
置
も
関
わ
り
、
新
聞
小
説
（
論
）
は
継
続
さ
れ
て

い
く
。

注

（
１
）		

前
田
愛
「
昭
和
初
頭
の
読
者
意
識
―
芸
術
大
衆
化
論
の
周
辺
―
」（『
前

田
愛
著
作
集
第
二
巻　

近
代
読
者
の
成
立
』
筑
摩
書
房
、
平
１
）、
中
川
成
美

「
芸
術
大
衆
化
論
争
の
行
方
（
上
・
下
）
―
一
九
三
〇
年
代
文
学
試
論
―
」

（『
昭
和
文
学
研
究
』
昭
57
・
６
、
昭
58
・
２
）
ほ
か
参
照
。
な
お
、
大
衆
概
念

に
関
し
て
は
、
特
に
論
者
ご
と
の
含
意
の
幅
（
差
異
）
が
大
き
い
。

（
２
）		

掛
野
剛
史
「
新
聞
小
説
の
可
能
性
―
横
光
利
一
「
天
使
」
か
ら
「
家
族
会

議
」
へ
」（『
論
樹
』
平
18
・
12
）
ほ
か
参
照
。
な
お
、
同
論
に
は
多
く
の
示
唆

を
受
け
た
。

（
３
）		

中
村
真
一
郎
「
岸
田
國
士
の
小
説
（
そ
の
一
）
―
処
女
作
『
由
利
旗
江
』」

（『
岸
田
國
士
全
集
８
〔
月
報
３
〕』
岩
波
書
店
、
平
２
）、
１
～
２
頁
。
渡
邊
一

民
『
岸
田
國
士
論
』（
岩
波
書
店
、
昭
57
）
も
参
照
。

（
４
）		

拙
論
「
昭
和
一
〇
年
前
後
の
私
小
説
言
説
―
文
学
（
者
）
の
社
会
性
」（
同

『
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る　

新
人
・
太
宰
治
・
戦
争
文
学
』
立
教
大

学
出
版
会
、
平
27
）
参
照
。

（
５
）		

拙
論
「
横
光
利
一
「
純
粋
小
説
論
」
同
時
代
受
容
分
析
―
昭
和
一
〇
年
代

に
お
け
る
社
会
性
」（『
横
光
利
一
研
究
』
平
29
・
３
）
参
照
。

（
６
）		

新
聞
小
説
家
・
山
本
有
三
に
関
し
て
、
平
浩
一
「「
通
読
」
さ
れ
る
新
聞
連
載

小
説
―
山
本
有
三
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」「
波
」「
風
」
の
評
価
軸
の
形

成
」（『
国
文
学
論
輯
』
平
29
・
３
）
参
照
。

※
本
研
究
はJSP

S

科
研
費JP17 K02462

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
ま
つ
も
と
か
つ
や　

神
奈
川
大
学
教
授
、
日
本
学
研
究
所
特
任
研
究
員
）


