
神
西
清
の
散
文
問
題

小

林

実

Ⅰ

神
西
清
の
問
題
提
起

神
西
清
は
「
じ
ん
ざ
い
き
よ
し
」
と
訓
む
。
ロ
シ
ア
文
学
の
名
翻
訳
家
で

あ
り
、
佳
篇
「
雪
の
宿
り
」
を
は
じ
め
と
し
た
小
説
も
物
す
る
、
文
章
の
エ

ス
テ
テ
ィ
シ
ャ
ン
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
神
西
が
「
小
説
の
間
歇
に

語
る
―
―
散
文
の
運
命
―
―
」（『
人
間
』
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
九

月
、
以
下
「
散
文
の
運
命
」
と
略
す
）
と
題
す
る
文
章
の
な
か
で
、
不
思
議

な
問
い
を
発
し
て
い
る
。

小
説
は
散
文
で
書
か
れ
る
。
当
り
前
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
当

り
前
の
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
本
当
に
知�

つ�

て�

ゐ
る
だ
ら
う
か
。

（
傍
点
原
文
）

尤
も
こ
れ
だ
け
で
は
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
も
う
少
し

先
ま
で
読
ん
で
み
よ
う
。

思
ひ
う
か
ぶ
ま
ま
に
一
つ
二
つ
例
を
ひ
く
。
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
作
家

シ
ャ
ル
ド
ン
ヌ
に
、
次
の
や
う
な
言
葉
が
あ
る
。「
愛
に
つ
い
て
の
或

る
観
念
は
、
洗
練
さ
れ
た
文
明
の
証
拠
だ
。
そ
れ
は
名
誉
観
や
、
美
し

い
散
文
と
同
じ
く
。」
…
…
こ
こ
に
言
は
れ
て
ゐ
る
や
う
な
意
味
で
、

わ
れ
わ
れ
は
曾
て
散
文
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
た
こ
と
が
あ
つ
た
で
あ
ら

う
か
。

（
傍
線
引
用
者
）

「
洗
練
さ
れ
た
文
明
の
証
拠
」
と
い
う
語
を
ヒ
ン
ト
に
考
え
て
み
る
と
、

「
散
文
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
自
然
成
長
す
る
も
の
で
も
、
空
気
の
よ
う
に

当
り
前
な
も
の
で
も
な
く
て
、
人
が
意
図
し
て
作
り
、
磨
き
上
げ
て
い
く
も

の
ら
し
い
。
そ
も
そ
も
「
小
説
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
洗
練
さ
れ
た
文
明

の
証
拠
」
で
あ
る
散
文
で
書
か
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
日
本
人
は
考

え
た
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
い
え
ば
、
日
本
人
は
こ
う
い
う

頭
の
使
い
方
を
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
投
げ
か
け
で
あ

る
。そ

の
問
い
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家

の
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、日
本
語
の
姿
を
と
ら
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
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ま
た
別
の
文
章
で
も
日
本
語
の
散
文
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
例
が
あ
る
の

で
見
て
み
よ
う
。

い
か
に
も
二
葉
亭
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
使
つ
て
ゐ
る
現
代
日
本
口
語

を
、
は
じ
め
て
文
学
の
世
界
で
駆
使
し
て
見
せ
た
人
と
し
て
、
そ
の
功

績
を
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
、
且
つ
讃
仰
さ
れ
て
ゐ
る
人
に
ち
が
ひ
な
い
。

そ
し
て
彼
の
言
葉
の
方
面
に
お
け
る
革
新
的
役
割
の
証
左
と
し
て
、『
浮

雲
』
な
り
『
平
凡
』
な
り
を
人
が
持
て
は
や
す
の
も
、
た
し
か
に
道
理

に
は
づ
れ
た
こ
と
で
な
い
に
違
ひ
な
い
。
だ
が
人
々
は
、
果
し
て
具
体

的
に
、
あ
る
ひ
は
実
証
的
に
、
わ
れ
わ
れ
が
二
葉
亭
四
迷
に
負
ふ
て
ゐ

る
恩
恵
の
実
体
を
、
は
つ
き
り
見
き
は
め
た
こ
と
が
あ
る
だ
ら
う
か
？

わ
た
し
は
深
く
そ
れ
を
疑
は
ざ
る
を
得
な
い
の（
１
）だ。

（「
二
葉
亭
の
翻
訳
態
度
」
傍
線
引
用
者
）

二
葉
亭
四
迷
は
彼
の
考
案
し
た
文
体
に
よ
っ
て
明
治
の
言
文
一
致
運
動
に

大
き
な
功
績
を
残
し
た
。そ
れ
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
。

だ
が
、
神
西
が
い
い
た
い
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
事
実

を
た
だ
の
知
識
に
す
る
ば
か
り
で
、
そ
の
じ
つ
、
わ
れ
わ
れ
は
言
葉
を
発
明

す
る
二
葉
亭
の
苦
労
を
ふ
か
く
考
え
も
せ
ず
に
、
文
章
を
当
り
ま
え
の
よ
う

に
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
わ
れ
わ
れ
の
な
か
の
当�

り�

ま�

え�

を
問
い

直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
二
葉
亭
の
苦
労
に
つ
い
て
は
、『
浮
雲
』
な
り
『
平
凡
』
な

り
の
創
作
か
ら
で
は
な
く
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
作
品
の
旧
訳
と
新
訳
を
比
較
し

な
が
ら
考
察
し
て
い
る
。

あ
た
り

う
つ
と
り

〔
…
〕
新
訳
で
は
あ
つ
さ
り
と
「
四
圍
の
物
が
總
て
恍
惚
と
し
て
」
で

か

あ
た
り

き
れ
い
に
言
ひ
切
つ
て
あ
る
と
こ
ろ
を
、
旧
訳
で
は
「
何
も
角
も
四
辺

と
ろ

の
物
は
だ�

ら�

り�

と�

し�

て�

鎔
け�

て�

ゐ�

た�

」
と
し
、
尚
そ
れ
に
加
へ
て
次
の

や
う
な
二
百
字
近
い
割
註
が
添
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
―
―

「
こ
れ
は
原
語
の
『
ネ
ー
ジ
ロ
シ
』
と
い
ふ
字
の
訳
で
す
が
ま
だ
言
ひ

足
り
ま
せ
ん
字
書
に
は
『
ツ
ー
、
パ
ム
パ
ア
、
ワ
ン
、
セ
ル
フ
』
と
英

訳
し
て
有
り
ま
す
が
是
れ
で
も
言
ひ
足
り
な
い
や
う
で
す
是
れ
は
日
向

ぼ
こ
り
な
ど
し
な
が
ら
ね
そ
べ
つ
て
ゐ
る
と
気
が
ゆ
つ
た
り
と
し
て

節
々
が
ゆ
る
み
物
を
縦
に
す
る
も
い
や
に
な
つ
て
誠
に
よ
い
心
持
に
な

る
も
の
だ
が
さ
う
い
ふ
心
持
に
な
つ
て
ゐ
る
人
の
有
様
を
い
ふ
の
で
即

ち
た
ら
り
と
し
て
ゐ
な
が
ら
な
ぐ
さ
み
楽
し
ん
で
ゐ
る
気
味
も
何
処
か

に
有
る
も
の
で
す
」
云
々
。

（
同
、
傍
点
原
文
）

二
葉
亭
の
時
代
の
翻
訳
事
情
は
、
そ
の
訳
語
じ
た
い
が
不
完
全
、
あ
る
い

は
ま
っ
た
く
出
来
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
日
本
語
の
構
文
す

ら
作
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
す
ら
あ
っ
た
。
あ
あ
で
も
な
い
こ
う

で
も
な
い
と
い
う
長
い
割
註
は
、
そ
の
苦
労
の
象
徴
的
な
痕
跡
で
あ
る
。
神

西
は
い
う
―
―
「
た
だ
に
先
人
未
踏
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
後
人
す
ら
恐
ら
く

夢
想
だ
も
し
が
た
い
や
う
な
惨
憺
た
る
苦
心
そ
の
ま
ま
の
具
現
で
あ
る
こ
と

を
知
つ
て
、
凄
然
た
る
感
慨
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。」（
同
）

こ
う
し
て
、
翻
訳
を
と
お
し
て
近
代
日
本
語
を
作
ろ
う
と
し
た
二
葉
亭
の

例
を
引
き
あ
い
に
、
後
世
の
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
の
当
り
ま
え
が
問
い
直
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

い
や
、
問
い
直
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
別
の
稿
で
は
神
西
の
同
時
代
の
散
文

事
情
す
ら
、
つ
よ
い
皮
肉
で
批
難
し
て
い
る
。
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「
社
会
的
経
済
的
構
成
の
変
革
に
も
か
か
は
ら
ず
、
社
会
の
諸
構
成

を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
民
族
の
言
語
の
問
題
を
前
面
に
だ
す
こ
と
は
、

階
級
闘
争
を
社
会
の
分
離
と
考
へ
、
階
級
闘
争
そ
の
も
の
を
成
立
せ
し

め
可
能
な
ら
し
め
る
基
礎
で
あ
る
『
社
会
』
と
『
民
族
』
の
問
題
を
提

起
し
得
な
い
誤
つ
た
見
解
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。」

こ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
訳
文
で
は
な
く
、
そ
の
論
文
〔
※
引
用
者
注

「
言
語
学
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
」〕
の
前
に
つ
い
て
ゐ

る
解
説
者
（
た
ぶ
ん
日
本
人
で
せ
う
）
の
文
章
な
の
で
す
が
、
こ
れ
を

一
ぺ
ん
に
読
み
く
だ
し
て
、
す
る
す
る
と
意
味
が
頭
に
は
ひ
つ
て
く
る

人
は
、
相
当
外
国
語
の
知
識
（
こ
の
場
合
は
ロ
シ
ヤ
語
）
を
具
へ
た
人

に
違
ひ
な
い
で
せ
う
。
事
実
こ
れ
は
、
日
本
の
文
字
を
使
つ
て
書
か
れ

た
ロ
シ
ヤ
語
な
の
で
あ
り
ま
す
。〔
…
〕
つ
ま
り
最
も
民
族
的
で
な
い

文
章
の
一
例
な
の
で
、
い
は
ば
或
る
特
定
の
階
級
あ
る
い
は
階
層
を
相

手
ど
つ
て
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
さ
う
い
ふ
文

章
が
、「
民
族
語
が
階
級
的
な
も
の
で
な
く
、
全
人
民
的
言
語
で
あ
る
」

こ
と
を
平
明
な
問
答
体
で
説
い
て
ゐ
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
文
章
の
解
説
役

を
つ
と
め
て
ゐ
る
こ
と
に
、
わ
た
し
は
笑
へ
な
い
喜
劇
を
感
ぜ
ず
に
は

ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

（「
言
葉
を
か
へ
り
み
る（
２
）時」）

シ
ャ
ル
ド
ン
ヌ
の
例
と
い
い
、
二
葉
亭
四
迷
の
こ
と
と
い
い
、
い
ず
れ
も

フ
ラ
ン
ス
語
や
ロ
シ
ア
語
の
事
情
を
知
っ
た
上
で
の
発
言
で
あ
る
。
こ
こ
に

日
本
語
に
た
い
す
る
神
西
清
の
ス
タ
ン
ス
が
あ
る
。

以
下
に
、
そ
の
神
西
の
日
本
語
に
た
い
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
掘
り
下
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

Ⅱ

フ
ラ
ン
ス
語
と
ロ
シ
ア
文
学

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
西
清
は
そ
の
経
歴
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス

語
と
ロ
シ
ア
語
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
「
異
文
化
」
に
ふ
れ
て
い
た
。

い
ず
れ
が
先
か
と
い
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
ほ
う
が
早
い
。

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
第
一
高
等
学
校
理
科
甲
類
に
入
学
。
当
時
の

一
高
は
、文
科
と
理
科
そ
れ
ぞ
れ
が
学
ぶ
外
国
語
に
よ
っ
て
、甲
類
（
英
語
）・

乙
類
（
独
語
）・
丙
類
（
仏
語
）
に
分
か
れ
て
い
た
の
で
、
神
西
の
学
習
言

語
は
英
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
当
初
建
築
家
を
め
ざ
し
て
理
科
に
進
ん
だ
も
の
の
、
か
ん
じ
ん

の
理
数
系
科
目
に
つ
い
て
い
け
ず
、
や
が
て
教
室
に
ほ
と
ん
ど
出
な
く
な
る

か
わ
り
に
寮
の
仲
間
で
あ
る
堀
辰
雄
た
ち
と
、
文
学
の
世
界
に
の
め
り
こ
ん

で
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、
課
外
で
の
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
に
精
を
出
す
よ
う

に
な
っ
た
。

親
友
の
大
野
俊
一
は
、「
一
高
の
一
年
の
末
ご
ろ
、
私
た
ち
は
外
国
語
の

熱
病
に
と
り
つ
か
れ
て
、
多
か
れ
少
か
れ
後
に
こ
れ
を
身
す
ぎ
世
す
ぎ
と
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。〔
…
〕
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
、
神
西
も
堀
も
私
も
熱
心
だ

つ
た
。
暁
星
の
夜
学
に
、
神
西
は
私
と
む
つ
ま
じ
く
並
ん
で
、
後
藤
末
雄
先

生
に
よ
る
ル
ソ
ー
の
『
ヌ
ヴ
ェ
ル
・
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
や
、
鈴
木
信
太
郎
先
生

に
よ
る
コ
ペ
の
『
コ
ン
ト
』
な
ど
を
、
余
念
な
く
拝
聴
し
た
も
の
で
あ（
３
）る」

と
回
想
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
九
月
一
日
に
は
、
午
前
中
に
学
校
が
終

わ
っ
て
帰
宅
途
中
、
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
に
入
学
す
る
た
め
に
規
則
書
を
も

ら
い
に
立
ち
寄
り
、
そ
の
後
自
宅
で
震
災
に
あ
っ
て
い（
４
）る。
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竹
山
道
雄
の
回
想
に
、「
学
校
の
課
業
は
ま
る
で
抛
棄
し
て
、
勤
勉
に
ア

テ
ネ
に
通
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
も
の
に
し（
５
）た」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ

ら
く
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
が
復
興
し
て
か
ら
、
そ
こ
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
。

彼
ら
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
び
だ
し
た
の
に
は
、
時
代
の
影
響
が
あ
っ
た
。

よ
し
ぞ
う

と
し
お

こ
れ
は
大
阪
の
例
に
な
る
が
、
神
西
と
同
世
代
の
河
盛
好
蔵
が
、
杉
捷
夫
と

の
対
談
の
な
か
で
、「
あ
の
こ
ろ
は
、
第
一
次
大
戦
で
フ
ラ
ン
ス
が
勝
っ
た

の
で
一
種
の
フ
ラ
ン
ス
ブ
ー
ム
で
ね
、
そ
れ
で
、
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
し

に
フ
ラ
ン
ス
語
を
や
る
気
に
な
っ
た
ん（
６
）だ」
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
あ
わ
せ

ゆ
た
か

て
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
仏
文
科
教
授
の
辰
野
隆
と
、
早
稲
田
大
学
文
学

た
か
ま
つ

部
仏
文
科
教
授
の
吉
江
喬
松
の
影
響
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。

河
盛

ち
ょ
っ
と
本
の
話
に
な
る
け
れ
ど
、
辰
野
（
隆
）
先
生
の
「
信

天
翁
の
眼
玉
」
と
い
う
本
ね
。
ぼ
く
は
あ
れ
を
読
ん
で
、
フ
ラ
ン
ス
文

学
や
る
気
に
な
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
君
な
ん
か
ど
う
？

杉

僕
は
、
そ
れ
も
あ
る
け
ど
ね
、
君
が
す
す
め
て
く
れ
た
吉
江
さ

ん
の
本
…
…
。

河
盛

吉
江
さ
ん
の
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
印
象
記
』。
シ
ャ
ル
ル
・
ル
イ
・

フ
ィ
リ
ッ
プ
を
初
め
て
日
本
に
紹
介
し
た
本
だ
。
ぼ
く
も
愛
読
し
た
。

な
る
ほ
ど
あ
の
本
も
た
し
か
に
ぼ
く
ら
が
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
や
る
気
に

な
っ
た
動
機
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
ね
。
あ
の
時
分
は
、
フ
ラ
ン
ス
文

学
の
翻
訳
は
実
に
少
な
く
、
山
内
さ
ん
の
ジ
ー
ド
の
『
狭
き
門
』
が
初

め
て
出
た
頃
だ
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
に
し
て
も
、
ま
だ
学
問
に
な
っ

て
い
な
か
っ
た
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
時
代
だ
っ
た
。

辰
野
の
『
信
天
翁
の
眼
玉
』
は
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
三
月
、
吉
江

の
『
仏
蘭
西
文
芸
印
象
記
』
は
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
五
月
に
、
そ
れ

ぞ
れ
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
東
京
の
神
西
た
ち
が
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
に
向
っ
た

時
期
に
符
合
す
る
。

尤
も
、
河
盛
た
ち
が
辰
野
や
吉
江
の
著
書
に
刺
激
さ
れ
、
東
京
帝
大
仏
文

科
に
進
学
し
、
や
が
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
と
し
て
一
家
を
成
し
て
い
っ
た
の

に
た
い
し
て
、神
西
に
は
直
接
そ
の
動
機
と
な
る
出
来
事
も
出
会
い
も
な
く
、

そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
世
界
に
一
生
を
捧
げ
た
わ
け
で
も
な
い
。
フ
ラ
ン

ス
文
学
と
の
つ
き
あ
い
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
絶
対
化
す
る
に
は
い

た
ら
ず
、
生
涯
「
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
」
の
域
を
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
点
に
か
ん
し
て
、
雑
誌
『
文
学
界
』
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
九

月
の
座
談
会
の
な
か
で
、
小
林
秀
雄
と
菊
池
寛
が
、
た
が
い
の
世
代
の
外
国

文
学
か
ら
の
影
響
の
う
け
か
た
の
ち
が
い
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
話
を
し
て

い
る
記
事
が
あ
る
。

小
林

だ
け
ど
あ
れ
で
せ
う
ね
、
西
洋
文
学
の
影
響
を
、
僕
等
も
ま
あ

非
常
に
う
け
て
る
け
ど
も
、
そ
れ
が
日
本
の
文
壇
に
ど
う
い
ふ
ふ
う
に

吸
収
さ
れ
て
る
か
と
い
ふ
、
影
響
の
受
け
方
に
つ
い
て
僕
等
は
や
ゝ
反

省
的
に
な
つ
て
ゐ
る
が
貴
方
方
の
時
代
は
、
さ
う
い
ふ
こ
と
は
考
へ
な

い
で
影
響
を
う
け
て
ゐ
た
そ
の
頂
点
で
せ
う
ね
。
つ
ま
り
う
け
る
こ
と

が
何
で
も
か
で
も
た
め
に
な
つ
た
、
か
う
い
ふ
頂
点
で
せ
う
ね
。

菊
池

さ
う
。
君
達
の
時
代
は
そ
の
影
響
を
飽
和
し
た
時
代
だ
か
ら
、

い
く
ら
か
セ
レ
ク
シ
ヨ
ン
を
し
て
ゐ
る
時
代
な
ん
だ
。

小
林

え
ゝ
、そ
の
影
響
に
た
い
し
て
懐
疑
的
に
な
つ
て
る
ん
で
す
ね
。

菊
池

僕
等
は
非
常
に
す
な
ほ
に
そ
の
影
響
を
う
け
て
真
一
文
字
に
来
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た
わ
け
だ
ね
。

（「
菊
池
久
米
を
圍
む
文
学
論
」）

西
洋
文
学
の
情
報
が
ど
っ
と
押
し
寄
せ
だ
し
た
ば
か
り
の
、
た
だ
片
っ
端

か
ら
没
頭
し
て
い
っ
た
菊
池
の
世
代
に
た
い
し
て
、そ
れ
が
常
態
と
化
し
て
、

む
し
ろ
大
量
の
情
報
を
精
査
せ
ざ
る
を
え
な
い
小
林
の
世
代
に
と
っ
て
は
、

フ
ラ
ン
ス
文
学
も
イ
ギ
リ
ス
文
学
も
、
ロ
シ
ア
文
学
も
ド
イ
ツ
文
学
も
、
同

じ
よ
う
な
質
感
を
も
っ
て
目
の
前
に
並
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
よ
ほ
ど
関
心

を
集
中
さ
せ
な
け
れ
ば
、
い
つ
で
も
目
移
り
で
き
て
し
ま
う
。

河
盛
好
蔵
や
杉
捷
夫
は
、
東
京
帝
大
仏
文
科
に
す
す
ん
で
関
心
を
集
中
さ

せ
た
が
、
神
西
清
は
そ
の
よ
う
に
自
己
を
限
定
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

け
っ
き
ょ
く
一
高
で
は
留
年
を
く
り
か
え
し
た
あ
げ
く
に
、
一
九
二
五

（
大
正
一
四
）
年
に
中
途
退
学
し
、
同
じ
年
、
東
京
外
国
語
学
校
露
語
部
文

科
に
入
学
し
な
お
し
た
。
な
ぜ
ロ
シ
ア
語
だ
っ
た
の
か
は
、
資
料
の
上
か
ら

は
不
明
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
外
語
卒
業
時
に
は
、
恩
師
八
杉
貞
利
の
推
薦
で
北
海
道
帝
国

大
学
図
書
館
に
就
職
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
在
学
時
は
ロ
シ
ア

語
習
得
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
は
げ
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
精
し
い
ロ
シ
ア
文
学
者
と
な
る
下
地
が

整
っ
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
の
、
彼
の
注
目
す
べ
き
業
績
は
、
日
本
初
の
『
プ
ウ
シ

キ
ン
全
集
』（
改
造
社
、
一
九
三
六
〜
三
七
年
）
に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と
と
、

『
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
全
集
』
第
五
巻
（
河
出
書
房
、
一
九
三
九
年
）
を

担
当
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

プ
ー
シ
キ
ン
は
ロ
シ
ア
の
近
代
文
章
語
を
確
立
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
後
年
、
神
西
は
翻
訳
家
た
ち
の
座
談
会
の
席
上
で
次
の
よ
う
に
解

説
し
て
い
る
。

神
西

〔
…
〕
も
と
〳
〵
ス
タ
イ
ル
の
こ
と
を
い
へ
ば
、
プ
ー
シ
キ
ン

か
ら
始
ま
る
の
で
す
け
れ
ど
、
彼
が
ま
あ
い
つ
て
み
れ
ば
お
寺
臭
い
或

ひ
は
政
治
公
文
書
臭
い
、
重
苦
し
い
ロ
シ
ヤ
の
文
語
を
、
文
章
語
に
ど

う
し
て
使
ふ
か
、
ど
う
し
て
文
学
語
に
叩
き
直
す
か
と
い
ふ
こ
と
に
苦

心
し
た
。
そ
の
時
の
い
ろ
〳
〵
な
苦
心
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
第
一

は
農
民
言
葉
の
起
用
で
あ
り
、
第
二
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ガ
リ
シ
ズ
ム
、

あ
れ
を
殆
ど
直
訳
的
に
摂
り
入
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
う
い
へ
ば
今
で

も
ロ
シ
ヤ
語
の
言
ひ
ま
は
し
が
似
て
を
り
ま
す
ね
。
そ
れ
で
や
つ
と
ど

う
や
ら
か
う
や
ら
小
説
な
り
詩
な
り
が
書
け
る
や
う
な
も
の
を
創
り
上

げ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
あ
の
人
の
功
労
と
い
ふ
も
の
は
、
二
葉
亭
や

鷗
外
以
上
の
も
の
で（
７
）す。

（「
世
界
文
学
の
摂
取
」）

「
ガ
リ
シ
ズ
ム
」
と
は
、フ
ラ
ン
ス
語
風
の
言
い
回
し
と
い
う
こ
と
だ
が
、

ロ
シ
ア
語
の
新
文
体
を
つ
く
る
た
め
に
プ
ー
シ
キ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
手
本

に
し
た
と
い
う
指
摘
は
、
案
外
今
日
で
も
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
あ

た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、「
散
文
の
運
命
」
で
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

〔
…
〕
ヴ
ャ
ー
ゼ
ム
ス
キ
ー
公
爵
は
、
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン

の
『
ア
ド
ル
フ
』
の
露
訳
を
し
た
。
プ
ー
シ
キ
ン
は
こ
の
友
人
の
練
達

に
し
て
生
彩
あ
る
筆
が
、コ
ン
ス
タ
ン
の
「
調
和
あ
り
社
交
的
で
、屡
々

霊
感
に
み
ち
た
形�

而�

上�

的�

言
語
」
を
、
如
何
に
征
服
し
て
ゆ
く
か
を
注

視
し
た
。
こ
の
ロ
シ
ヤ
散
文
の
朝
明
け
に
あ
た
つ
て
、
役
者
も
揃
ひ
、

散
文
と
い
ふ
も
の
の
本
質
へ
の
反
省
も
、
ま
づ
充
分
に
深
か
つ
た
こ
と
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が
察
せ
ら
れ
る
。

（
傍
点
原
文
）

プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
は
、『
カ
ル
メ
ン
』
や
『
マ
テ
オ
・
フ
ァ
ル
コ
ー

ネ
』
な
ど
を
書
い
た
フ
ラ
ン
ス
作
家
だ
が
、
大
の
ロ
シ
ア
通
と
し
て
も
知
ら

れ
て
い
る
。
パ
リ
に
暮
ら
す
ロ
シ
ア
人
貴
族
ら
と
交
際
し
、
外
交
官
テ
オ
ド

ー
ル
・
ド
・
ラ
グ
ル
ネ
の
ロ
シ
ア
人
妻
か
ら
ロ
シ
ア
語
を
学
び
、
プ
ー
シ
キ

ン
の
『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』『
ジ
プ
シ
ー
』『
軽
騎
兵
』『
そ
の
一
発
』、
ゴ
ー

ゴ
リ
の
『
検
察
官
』
を
翻
訳
し
、
作
家
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
と
は
恒
常
的
に
文
通

し
て
い（
８
）る。
神
西
が
翻
訳
を
手
掛
け
た
『
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
全
集
』
第

五
巻
は
、
そ
の
メ
リ
メ
の
ロ
シ
ア
文
学
に
つ
い
て
の
評
論
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
・
プ
ー
シ
キ
ン
」
と
「
イ
ヴ
ァ
ン
・
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
」
か
ら
成
る
。

プ
ー
シ
キ
ン
と
メ
リ
メ
に
か
か
わ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ

ア
の
紐
帯
を
と
ら
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
と

ロ
シ
ア
文
学
の
双
方
に
目
配
り
が
効
く
神
西
清
な
ら
で
は
の
立
ち
位
置
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
。
戦
後
こ
の
流
儀
は
、
翻
訳
家
と
し
て
は
小
笠
原
豊
樹
こ
と

詩
人
・
岩
田
宏
に
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
あ
っ
て
は
池
田
健
太
郎
、
川
端
香
男

里
へ
と
う
け
つ
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

Ⅲ

ア
ラ
ン
の
散
文
論

さ
ら
に
「
散
文
の
運
命
」
の
議
論
は
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
の
記
憶

へ
と
と
ぶ
。

今
か
ら
十
二
年
ほ
ど
前
、
わ
が
文
壇
で
は
ア
ラ
ン
の
散
文
論
が
流
行

を
極
め
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
の
と
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
、
ど

れ
ほ
ど
華
々
し
い
或
ひ
は
深
遠
な
議
論
が
闘
は
さ
れ
た
か
、
無
精
な
わ

た
し
は
切
抜
も
持
た
ず
今
で
は
あ
ら
か
た
忘
れ
て
し
ま
つ
た
が
、
折
角

の
そ
の
気
運
も
さ
し
て
著
し
い
養
分
を
醸
し
出
す
に
至
ら
な
か
つ
た
こ

と
は
、
や
は
り
今
日
の
わ
が
散
文
の
有
様
を
見
れ
ば
察
し
の
つ
く
こ
と

で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ア
ラ
ン
が
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
ら
の
雑
誌
『
新
フ

ラ
ン
ス
評
論
』La

N
ouvelle

Revue
Française

（N
.R.F

）
に
寄
稿
し

た
『
芸
術
論
集
』Systèm

e
des
Beaux-A

rts,1920

の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス

文
学
者
の
桑
原
武
夫
が
、
そ
の
第
十
章
の
み
を
「
散
文
に
つ
い
て
」
と
題
し

て
、
雑
誌
『
作
品
』
の
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
五
・
六
・
八
・
九
月
号
に

訳
出
し
た
。
神
西
の
回
想
は
そ
れ
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
の
ち
に
他
の
章

も
あ
わ
せ
て
全
訳
さ
れ
、『
芸
術
論
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
五
月
）

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

い
ま
「
散
文
の
運
命
」
を
執
筆
し
て
い
る
神
西
は
、
こ
の
岩
波
書
店
の
単

行
本
を
座
右
に
お
い
て
読
み
か
え
し
て
い
る
。

本
書
は
、「
創
造
的
想
像
力
に
つ
い
て
」「
舞
踏
と
化
粧
に
つ
い
て
」「
詩

と
雄
弁
に
つ
い
て
」「
音
楽
に
つ
い
て
」「
演
劇
に
つ
い
て
」「
建
築
に
つ
い

て
」「
彫
刻
に
つ
い
て
」「
絵
画
に
つ
い
て
」「
デ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
」「
散
文

に
つ
い
て
」
以
上
の
十
章
（
訳
で
は
巻
）
と
は
し
が
き
、
付
記
、
さ
ら
に
は

桑
原
と
個
人
的
に
知
り
合
い
で
あ
る
ア
ラ
ン
自
身
が
お
く
っ
た
「
日
本
に
お

け
る
私
の
読
者
の
た
め
の
「
芸
術
論
集
」
の
序
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
散
文
論
の
大
き
な
特
徴
は
、「
散
文
は
詩
で
は
な
い
」
と
明
確
に
規

定
し
た
こ
と
に
あ
る
。「
詩
に
あ
つ
て
は
、
諧
調
（nom

bre

）
が
予
め
空

虚
な
形
式
を
決
定
し
、
語
が
そ
こ
へ
来
つ
て
位
置
を
占
め
る
。
語
と
律
動
と
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の
間
の
応
和
不
応
和
、
そ
し
て
究
極
に
お
け
る
応
和
が
諧
調
を
確
保
し
て
、

注
意
力
を
そ
こ
へ
惹
き
つ
け
る
。〔
…
〕
真
の
散
文
は
全
く
こ
れ
に
反
し
、

眼
で
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
諧
調
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
み
な

ら
ず
、
諧
調
を
排
除
す
る
。」（『
芸
術
論
集
』
以
下
同
）

さ
ら
に
そ
の
定
義
の
前
提
と
な
る
の
が
、
散
文
の
素
材
は
文
字
と
い
う
記

号
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
く
る
文
字
と
音
の
間
に
は
少
し
の
類
似
も
み
と
め
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
彫
刻
が
あ
く
ま
で
彫
刻
で
あ
り
、
絵

画
が
絵
画
で
あ
る
如
く
、
あ
く
ま
で
散
文
と
し
て
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
規
定
で
あ
る
。
ま
た
「
作
家
の
動
き
の
あ
と
か
た
を
止
め
る
こ
と
な

く
、
印
刷
さ
れ
た
紙
の
上
に
、
そ
の
純
粋
と
抽
象
の
姿
の
う
ち
に
現
れ
る
」

の
が
、
散
文
の
第
一
の
本
質
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
で
き
る
だ
け
散
文

は
そ
れ
自
体
と
し
て
無
味
乾
燥
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
を
日
本
人
が
読
む
場
合
（
お
そ
ら
く
中
国
人
も
同
様

に
）、
表
音
文
字
か
ら
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
散
文
を
前
提
と
す
る
こ
の
議
論

に
、
納
得
し
き
れ
な
い
思
い
を
禁
じ
得
な
い
。
ア
ラ
ン
の
考
察
の
す
る
ど
さ

に
感
心
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
を
使
用
し
て
い
る
言
語

に
も
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
と
、
読
み
な
が
ら
思
い
は
日
本
語
の

姿
へ
と
向
か
う
は
ず
で
あ
る
。

神
西
は
そ
れ
を
三
つ
の
差
異
と
し
て
指
摘
す
る
。

第
一
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
わ
が
散
文
が
象
形
文
字
を
交
へ
て
綴
ら

れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
初
め
て
適
度
な
理
解
の
速
度
を
保
障
さ
れ
る
も
の

マ
マ

で
あ
り
、
こ
の
象
形
文
字
と
い
ふ
も
の
が
目
読
に
際
し
て
、
よ
し
ん
ば

最
も
普
通
の
体
裁
で
印
刷
さ
れ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
観
念
よ
り
も
先
に

形
象
や
色
彩
を
想
起
せ
し
め
が
ち
な
「
印
刷
の
つ
よ
い
夾
雑
物
」
を
な

し
て
ゐ
る
こ
と
。〔
…
〕

第
二
に
わ
が
現
代
国
語
は
、
殊
さ
ら
「
諧
調
の
排
除
」
を
必
要
と
し

な
い
ほ
ど
の
粗
野
な
音
声
（
促
音
、
拗
音
な
ど
）
の
、
甚
だ
脆
弱
な
結

び
つ
き
か
ら
成
つ
て
ゐ
る
に
反
し
て
、
ア
ラ
ン
が
心
裡
に
浮
べ
つ
つ
語

つ
て
ゐ
る
は
ず
の
西
欧
語
（
殊
に
フ
ラ
ン
ス
語
）
が
、
元
来
音
声
に
豊

か
に
律
動
に
富
み
、
滑
ら
か
に
磨
き
あ
げ
ら
れ
、
し
か
も
粘
着
力
に
乏

し
か
ら
ぬ
柔
軟
自
在
な
材
質
を
な
し
て
ゐ
る
こ
と
。〔
…
〕

第
三
は
、〔
…
〕
な
か
ん
づ
く
音
綴
の
短
い
粗
硬
な
漢
音
に
よ
る
熟

字
の
氾
濫
に
よ
つ
て
、
語
句
の
粘
着
力
を
完
全
に
失
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ

る
現
代
語
の
性
質
上
、
強
調
の
た
め
は
お
ろ
か
、
わ
づ
か
に
論
理
的
な

脈
絡
を
見
失
は
な
い
為
に
す
ら
、
語
の
顛
倒
や
語
の
繰
返
し
（
そ
れ
は

結
果
と
し
て
無
用
の
強
調
を
も
ち
き
た
す
）
を
必
須
に
し
て
ゐ
る
こ
と

で
あ
る
。

以
上
の
う
ち
、
第
一
と
第
三
は
、
あ
き
ら
か
に
漢
字
・
漢
語
使
用
の
問
題

で
あ
る
。
第
二
に
つ
い
て
も
、
や
ま
と
言
葉
の
古
語
に
対
す
る
、
神
西
が
い

う
と
こ
ろ
の
「
漢
音
」
す
な
わ
ち
漢
字
の
音
読
み
へ
の
批
判
を
含
ん
で
い
る

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

神
西
は
、
平
安
初
・
中
期
の
物
語
文
学
を
良
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
を

日
本
散
文
の
最
高
潮
と
み
な
し
、『
往
生
要
集
』
で
の
漢
文
脈
導
入
に
は
じ

ま
り
、
や
が
て
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』、
そ
し
て
『
平
家
物
語
』
に
結

着
す
る
和
漢
混
交
体
の
発
達
が
、日
本
散
文
の
衰
頽
を
う
な
が
し
た
と
す
る
、

独
自
の
日
本
語
史
観
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）

年
ご
ろ
か
ら
平
安
の
物
語
文
学
と
折
口
信
夫
の
民
俗
学
に
接
近
す
る
堀
辰
雄

か
ら
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
と
よ
り
学
問
的
に
正
当
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な
裏
づ
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
議
論
の
正
当
性
よ
り
も
、

か
ら
ご
こ
ろ

あ
た
か
も
漢
意
を
排
す
る
国
学
者
の
よ
う
な
情
念
が
興
味
ぶ
か
い
。

「
散
文
の
運
命
」
で
は
、
明
治
の
言
文
一
致
運
動
を
、「
律
語
か
ら
の
解

放
で
あ
る
と
同
時
に
、
更
に
遡
つ
て
こ
の
律
語
に
よ
る
呪
縛
を
奥
か
ら
支
へ

て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
漢
文
脈
、
ひ
い
て
は
漢
語
そ
の
も
の
へ
の
反
省
を
伴
ふ
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
つ
た
」
と
語
り
、
漢
語
の
氾
濫
す
る
近
代
文

章
語
の
実
情
か
ら
、
運
動
は
失
敗
だ
っ
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

く
り
か
え
す
が
、
こ
れ
は
学
問
的
な
裏
づ
け
あ
っ
て
の
議
論
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
ア
ラ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
語
と
千
年
前
の
日
本
散
文
を
規
範
と
し
て
、

そ
こ
に
到
達
で
き
な
い
絶
望
と
憧
憬
を
も
っ
て
現
状
に
つ
い
て
語
る
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
イ
ロ
ニ
ー
、
す
な
わ
ち
批
評
の
視
座
に
お
け
る
議
論
で
あ
る
。

ア
ラ
ン
の
指
し
示
す
散
文
の
純
粋
像
が
、
西
欧
語
の
伝
統
の
な
か
に

深
く
根
を
お
ろ
し
た
思
考
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
そ
れ
が
日
本
語
に
適
応
で
き
よ
う
と
で
き
ま
い
と
、
彼
の
知
つ
た

こ
と
で
は
な
い
し
、
わ
れ
わ
れ
に
し
て
も
別
に
招
か
れ
も
強
制
さ
れ
も

し
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
手
で
彫

り
あ
げ
ら
れ
た
像
に
、
言
ひ
や
う
の
な
い
魅
力
を
感
ず
る
。〔
…
〕
そ

の
や
う
な
散
文
で
も
の
を
考
へ
、
そ
の
や
う
な
散
文
で
書
か
れ
た
散
文

作
品
を
も
ち
た
い
と
心
か
ら
望
む
。

（
傍
線
引
用
者
）

こ
の
絶
望
と
も
い
え
る
希
望
こ
そ
が
、
良
心
的
な
翻
訳
家
の
情
熱
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

Ⅳ

「
精
神
の
危
機
」
と
プ
ー
シ
キ
ン

神
西
の
経
歴
を
み
る
と
、小
説
「
母
達
」（『
文
学
界
』
一
九
三
六
年
九
月
）

発
表
後
か
ら
、
戦
後
の
「
雪
の
宿
り
」（『
文
芸
』
一
九
四
六
年
三
・
四
月
合

併
号
）
ま
で
、
十
年
近
い
あ
い
だ
小
説
の
創
作
発
表
が
と
ど
こ
お
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
。

日
記
を
み
る
と
、
と
く
に
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
末
か
ら
三
八
（
昭

和
一
三
）
年
半
ば
ご
ろ
に
か
け
て
の
一
年
半
、
彼
自
身
が
「
精
神
の
危
機
」

と
よ
ぶ
内
省
の
期
間
を
む
か
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

き
っ
か
け
は
「
母
達
」
が
『
文
学
界
』
同
人
に
不
評
だ
っ
た
こ
と
と
、
そ

の
年
の
一
二
月
に
小
林
秀
雄
が
自
宅
に
来
訪
し
、「
現
代
日
本
文
化
」
と
「
小

説
の
本
体
」
と
い
う
二
つ
の
主
題
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
の
が
刺
激
と
な
っ

て
、
自
身
の
小
説
道
を
見
直
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

思
索
の
内
容
は
、
た
と
え
ば
、「
芸
術
に
於
け
る
造
塑
性
は
、
よ
り
不
純

な
る
意
味
に
於
い
て
、
散
文
芸
術
に
於
け
る
肉
体
性
に
当
る
。」（
一
九
三
七

年
二
月
三
日
）、「
小
説
は
構
成
也
と
い
ふ
、
古
く
し
て
新
ら
し
い
本
格
小
説

の
骨
法
が
心
に
よ
み
が
へ
る
。」（
同
年
二
月
一
七
日
）、「
モ
オ
パ
ツ
サ
ン
を

読
む
。
彼
を
正
し
く
読
む
た
め
に
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
あ
の
短
い
小
説
論

と
「
水
の
上
」（
扁
舟
紀
行
）
と
で
あ
る
。
そ
の
小
説
論
に
於
い
て
、
彼
は

は
つ
き
り
と
そ
の
力
を
自
然
と
逆
方
向
に
働
か
せ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
。」

（
同
年
三
月
一
二
日
）
と
い
う
よ
う
に
、
小
説
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い

う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
自
身
の
考
え
や
読
書
か
ら
得
た
思
索
な
ど
が
、
さ
ま

ざ
ま
に
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。

個
々
の
思
索
は
一
見
と
り
と
め
の
な
い
も
の
の
よ
う
だ
が
、
俯
瞰
し
て
み
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る
と
、
二
回
の
大
き
な
区
切
り
を
も
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
か
た
ち
が
み
え

る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
―
―

一
回
目
は
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
三
月
。
一
四
日
の
未
明
に
と
つ

ぜ
ん
襲
っ
て
き
た
気
分
の
高
揚
の
な
か
で
、
ロ
マ
ン
主
義
と
古
典
主
義
の
ち

が
い
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、「
今
、
や
や
ひ
ら
け
て
来
た
私
の
視
界
を

力
に
見
わ
た
せ
ば
、
私
の
確
乎
と
し
て
根
づ
く
べ
き
地
位
は
古
典
主
義
で
あ

る
こ
と
の
納
得
が
行
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
天
性
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を

否
定
す
る
こ
と
は
死
を
意
味
す
る
。」
と
自
己
の
道
筋
を
さ
だ
め
る
。
そ
し

て
三
一
日
に
は
、「
回
顧
す
る
と
こ
の
三
ケ
月
の
あ
ひ
だ
、
僕
は
純
粋
に
反

省
の
時
を
送
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。〔
…
〕
僕
は
今
や
明
ら
か
に
、
第
二
の
青

春
の
首
途
に
あ
る
こ
と
を
切
に
感
ず
る
。」
と
こ
の
期
間
を
み
ず
か
ら
意
味

づ
け
て
い
る
。

二
回
目
は
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
の
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
。

四
月
二
四
〜
二
五
日
に
お
い
て
、
志
賀
直
哉
の
『
暗
夜
行
路
』
後
篇
を
よ
み

な
が
ら
、
東
洋
的
な
芸
術
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
、「
浄
土
芸

術
」「
禅
芸
術
」
と
い
う
概
念
を
あ
み
だ
す
こ
と
で
、「
ロ
マ
ン
主
義
」「
古

典
主
義
」
と
い
う
枠
組
み
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
て
い
く
。「
浄
土
芸
術
と
は

観
音
思
想
を
底
の
調
べ
と
し
て
弥
陀
の
再
来
を
ね
が
ひ
歌
ふ
も
の
」「
碧
巖

は
禅
的
心
情
の
歌
の
極
致
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
立
文
字
の
教
が
、
こ

の
や
う
な
烈
し
い
象
徴
の
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
必
然
は
容
易

に
頷
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
を
歌
と
見
る
の
は
、
所
詮
そ
こ
に
ま
づ
目

だ
つ
の
が
、
私
の
や
う
な
者
に
は
、
何
よ
り
も
先
づ
心
惜
の
烈
し
い
燃
焼
で

あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。」
そ
し
て
、
六
月
一
六
日
に
、「
昨
年
の
春
か
ら
持
続

し
つ
つ
あ
つ
た
精
神
の
危
機
が
、
揺
れ
な
が
ら
た
ゆ
た
ひ
な
が
ら
、
漸
く
終

末
に
近
づ
い
て
来
る
の
を
感
じ
る
。」
と
記
し
て
、
前
回
同
様
に
、
こ
れ
も

「
第
二
の
青
春
」
と
し
て
意
味
づ
け
て
い
る
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
ふ
た

た
び
小
説
執
筆
に
む
け
て
、
案
を
練
り
は
じ
め
て
い
る
（
た
だ
し
、
じ
っ
さ

い
に
書
け
た
よ
う
す
は
な
い
）。

つ
ま
り
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
春
の
思
索
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら

の
天
性
を
「
古
典
主
義
」
に
あ
る
と
定
め
た
の
ち
、
翌
年
の
思
索
に
お
い
て

「
浄
土
芸
術
」
を
こ
の
む
自
分
を
み
い
だ
す
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
古

典
主
義
的
な
静
謐
さ
と
構
成
の
均
衡
を
み
せ
る
文
章
に
よ
っ
て
、「
弥
陀
の

再
来
を
ね
が
ひ
歌
ふ
」
よ
う
な
小
説
を
理
想
と
す
る
と
い
う
目
標
が
定
ま
る

わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
を
実
践
の
う
え
で
具
体
化
さ
せ
る
す
べ
は
、
ま

だ
見
い
だ
せ
て
い
な
い
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
「
浄
土
芸
術
」「
禅
芸
術
」
と
あ
た
か
も
独
自
の
文

芸
用
語
を
あ
み
だ
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
内
実
を
み
る
か
ぎ
り

で
は
、「
浄
土
芸
術
」
は
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
に
、「
禅
芸
術
」
は
「
象
徴
主
義
」

に
、
そ
れ
ぞ
れ
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
は
じ
め
は

「
ロ
マ
ン
主
義
／
古
典
主
義
」
と
、
西
洋
の
概
念
を
直
訳
的
に
つ
か
っ
て
思

索
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
し
だ
い
に
そ
れ
を
東
洋
の
文
脈
に
意
訳
し
な
お

し
て
、
自
身
の
文
化
に
引
き
寄
せ
な
が
ら
思
索
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
「
精
神
の
危
機
」
が
は
じ
ま
っ
た
時
期
に
、
先
に

の
べ
た
改
造
社
版
『
プ
ウ
シ
キ
ン
全
集
』
の
翻
訳
に
も
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る

こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

日
記
の
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
冒
頭
の
記
載
に
、「
新
年
は
何
ご
と

も
な
し
。
引
籠
つ
て
プ
ー
シ
キ
ン
の
残
り
を
仕
上
ぐ
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ

は
『
プ
ウ
シ
キ
ン
全
集
』
第
一
巻
（
一
九
三
七
年
一
月
二
一
日
発
行
）
の
こ
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と
を
さ
し
て
い
る
。

同
巻
の
う
ち
神
西
が
担
当
し
た
の
は
、「
ヌ
ー
リ
ン
伯
」「
コ
ロ
ム
ナ
の
家
」

「
キ
ル
ジ
ャ
ー
リ
」「
書
簡
体
小
説
の
断
片
」「
ロ
ス
ラ
ー
ヴ
レ
フ
―
―
或
る

婦
人
の
未
刊
の
手
記
よ
り
の
断
片
―
―
」「
客
は
☆
☆
☆
家
の
別
荘
に
」「
埃

及
の
夜
々
」。

そ
の
う
ち
、「
ヌ
ー
リ
ン
伯
」「
コ
ロ
ム
ナ
の
家
」
は
叙
事
詩
、
そ
れ
以
外

は
未
完
小
説
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
作
品
群
に
あ
た
る
。

つ
ま
り
「
精
神
の
危
機
」
の
は
じ
ま
っ
た
時
期
に
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
詩
と

小
説
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
作
品
群
の
翻
訳
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
プ
ー
シ
キ
ン
が
ヴ
ャ
ー
ゼ
ム
ス
キ
ー
の
『
ア
ド

ル
フ
』
翻
訳
作
業
を
注
視
し
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
散
文
の
近
代
化
を
模
索
し
て

い
た
と
い
う
故
事
を
彷
彿
さ
せ
る
。

戦
後
の
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
一
二
月
、
創
芸
社
か
ら
『
プ
ー
シ
キ

ン
遺
珠
』
と
題
す
る
翻
訳
短
編
集
が
刊
行
さ
れ
た
。
内
容
は
上
記
既
訳
の
う

ち
の
「
ロ
ス
ラ
ー
ヴ
レ
フ
―
―
或
る
婦
人
の
未
刊
の
手
記
よ
り
の
断
片
―
―

一
八
一
一
年
」（
改
題
は
「
ロ
ス
ラ
ー
ヴ
レ
フ
」
以
下
同
様
）、「
書
簡
体
小

説
の
断
片
」（「
書
簡
体
小
説
の
断
章
」）、「
客
は
☆
☆
☆
家
の
別
荘
に
」（「
別

荘
の
客
」）、「
埃
及
の
夜
々
」（「
エ
ジ
プ
ト
の
夜
々
」）
を
、
訳
文
は
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
流
用
し
、
あ
ら
た
に
「
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の
黒
奴
」
お
よ
び
メ
リ
メ

の
「
プ
ー
シ
キ
ン
論
」
を
加
え
た
も
の
か
ら
な
る
―
―
後
二
者
も
ほ
ぼ
旧
訳

の
ま
ま
。「
こ
の
訳
本
に
は
彼
の
散
文
作
品
の
う
ち
か
ら
、
主
と
し
て
未
完

成
に
終
つ
て
ゐ
る
重
要
作
を
拾
ひ
集
め
て
み
た
」（「
あ
と
が
き
」）
と
い
う

の
が
、
そ
の
編
集
趣
旨
で
あ
る
。

本
書
あ
と
が
き
に
は
、
プ
ー
シ
キ
ン
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う

こ
と
へ
の
、
ひ
と
つ
の
回
答
と
し
て
、
あ
え
て
未
完
小
説
を
あ
つ
め
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。

〔
…
〕
問
題
は
、
も
う
一
ぺ
ん
プ
ー
シ
キ
ン
そ
の
人
に
立
帰
る
こ
と
で

あ
る
。
い
は
ば
そ
れ
は
火
山
の
火
口
底
を
親
し
く
覗
い
て
み
る
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
不
可
能
と
あ
れ
ば
、
せ
め
て
も
ま
だ
火
炎
を
あ
げ
つ

つ
流
れ
て
ゐ
る
熔
岩
流
に
つ
い
て
眺
め
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
に
な

る
。
そ
れ
は
畢
竟
彼
の
抒
情
詩
を
ぢ
か
に
味
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
。
た

し
か
に
、
こ
れ
を
外
し
て
生
け
る
プ
ー
シ
キ
ン
を
思
ひ
描
く
す
べ
は
あ

り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
に
は
、
越
え
が
た
い
言
語
の
障

壁
が
あ
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
異
な
る
素
材
へ

は
到
底
移
し
が
た
い
節
奏
や
音
調
の
障
壁
が
あ
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
流
れ
つ
つ
あ
る
熔
岩
の
美
と
は
、
し
よ
せ
ん
は
そ
の
や

う
な
性
格
の
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
は
手
に
取
つ
て
見
が
た
い
。
し
か
し

手
に
取
ら
ず
に
は
、
そ
の
美
の
分
析
は
望
む
べ
く
も
な
い
。

幸
か
不
幸
か
、
プ
ー
シ
キ
ン
に
は
少
か
ら
ぬ
散
文
の
作
が
あ
る
。
そ

れ
は
謂
は
ば
、
粘
度
が
高
い
た
め
に
い
ち
早
く
凝
固
し
た
熔
岩
塔
の
ご

と
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、
普
通
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う

に
詩
人
の
余
戯
な
ど
で
は
な
い
。〔
…
〕
彼
の
散
文
作
品
は
、
彼
の
詩

と
の
交
流
の
す
が
た
に
於
て
捉
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

抒
情
詩
と
い
う
、
そ
も
そ
も
翻
訳
が
ほ
ぼ
不
可
能
と
も
い
え
る
と
こ
ろ
に

プ
ー
シ
キ
ン
の
本
質
が
あ
り
、
彼
の
散
文
作
品
は
、
そ
の
本
質
の
う
え
に
な

り
た
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
未
完
小
説
を
み
る
こ
と
で
、
そ
の
本
質
の
痕
跡
を

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
神
西
の
お
も
わ
く

で
あ
る
。

― 391 ―



少
な
く
と
も
、「
精
神
の
危
機
」
か
ら
十
年
た
っ
た
本
人
は
、
過
去
に
と

り
く
ん
だ
プ
ー
シ
キ
ン
の
散
文
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅴ

創
造
的
な
翻
訳

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
文
学
者
の
大
山
定
一
の
言
葉
に
、
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。

一
体
、
外
国
文
学
の
翻
訳
は
ど
う
い
ふ
も
の
が
最
も
立
派
な
仕
事
で
あ

つ
た
で
せ
う
か
、
僕
は
そ
れ
を
考
へ
て
み
た
い
の
で
す
。
ま
づ
鷗
外
や

二
葉
亭
の
仕
事
の
中
心
が
ど
こ
に
あ
つ
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
要

す
る
に
僕
は
、
翻
訳
文
学
と
い
ふ
も
の
は
今
日
当
然
書
か
れ
て
ゐ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
文
学
作
品
を
、
言
は
ば
翻
訳
と
い
ふ
形
で
示
し
た
も
の
を

考
へ
た
い
の
で（

９
）す。

（『
洛
中
書
問
』、
傍
線
引
用
者
）

こ
れ
は
中
国
文
学
者
の
吉
川
幸
次
郎
と
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た
公
開
書

簡
の
な
か
の
一
コ
マ
で
あ
る
。

吉
川
が
、
外
国
文
学
研
究
の
正
道
は
原
文
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
翻

訳
は
「
方
便
で
あ
り
、
童
蒙
に
示
す
為
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
を

う
け
て
の
意
見
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
川
は
外
国
文
学
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、

あ
く
ま
で
学
問
研
究
の
よ
う
に
、
そ
れ
じ
た
い
が
目
的
と
さ
れ
る
と
考
え
て

い
る
の
に
た
い
し
て
、
大
山
は
、
外
国
文
学
を
手
本
と
し
て
日
本
文
学
の
創

作
に
積
極
的
に
寄
与
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
鷗
外
や
二
葉
亭
の
昔
に

遡
っ
て
み
た
と
き
に
、「
翻
訳
」
も
ま
た
創
作
の
一
助
だ
っ
た
と
い
う
視
点

を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

プ
ー
シ
キ
ン
を
語
る
と
き
の
神
西
も
、
大
山
と
同
じ
よ
う
な
視
座
に
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
の
『
プ
ー
シ
キ
ン
遺
珠
』
の
あ
と
が
き
は
、
詩

か
ら
散
文
を
生
み
だ
そ
う
と
し
て
い
る
プ
ー
シ
キ
ン
と
い
う
問
題
を
、
そ
の

作
品
翻
訳
を
つ
う
じ
て
日
本
の
読
者
に
し
め
そ
う
と
い
う
試
み
を
語
っ
て
い

た
。
大
山
の
言
葉
を
も
じ
る
な
ら
ば
、「
要
す
る
に
僕
は
、
プ
ー
シ
キ
ン
小

説
の
翻
訳
と
い
ふ
も
の
は
今
日
当
然
書
か
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
散
文

を
、
言
は
ば
翻
訳
と
い
ふ
形
で
示
し
た
も
の
を
考
へ
た
い
の
で
す
。」
と
い

う
こ
と
だ
。

じ
っ
さ
い
、
鷗
外
や
二
葉
亭
の
翻
訳
業
の
し
め
た
位
置
を
、
半
世
紀
以
上

前
に
ロ
シ
ア
で
担
っ
て
い
た
の
が
プ
ー
シ
キ
ン
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
エ
フ
ゲ
ー
ニ
イ
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
」
の
有
名
な
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の

恋
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
も
の
を
作
者
が
ロ
シ
ア
語
に
訳
し
た
と

い
う
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
あ
る
詩
句
は
、
す
べ
て
プ
ー

シ
キ
ン
に
よ
っ
て
仮
想
さ
れ
た
ロ
シ
ア
語
な
の
で
あ
る
。

神
西
が
翻
訳
し
た
未
完
小
説
群
に
も
、
似
た
よ
う
な
事
象
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

た
と
え
ば
「
書
簡
体
小
説
の
断
片
」
は
、
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
し
か
書

か
れ
な
い
は
ず
の
書
簡
が
、
ロ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
体
裁
で
あ

る
。ま

た
「
ロ
ス
ラ
ー
ヴ
レ
フ
―
―
或
る
婦
人
の
未
刊
の
手
記
よ
り
の
断
片

―
―
一
八
一
一
年
」（
こ
れ
も
ロ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
じ
た
い
お

か
し
い
）
の
な
か
で
は
、
当
時
の
言
語
事
情
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
。

こ
こ
で
少
々
横
道
へ
外
れ
さ
せ
て
頂
く
。
有
難
い
仕
合
せ
に
も
、
私
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達
哀
れ
な
ロ
シ
ヤ
婦
人
は
、
ロ
シ
ヤ
語
の
本
を
読
ま
ぬ
ば
か
り
か
、
ま

る
で
母
語
の
こ
と
ば
で
意
志
を
伝
へ
る
術
を
知
ら
な
い
も
の
の
や
う

に
、
も
う
か
れ
こ
れ
三
十
年
の
間
も
悪
口
を
言
は
れ
ど
ほ
し
て
来
て
ゐ

る
。〔
…
〕
と
こ
ろ
が
本
当
は
か
う
な
の
で
あ
る
。
私
達
女
性
も
ロ
シ

ヤ
語
で
書
か
れ
た
も
の
を
読
み
た
い
の
は
山
々
な
の
だ
け
れ
ど
、
わ
が

国
の
文
学
は
ど
う
や
ら
や
つ
と
ロ
モ
ノ
ー
ソ
フ
に
始
ま
つ
た
ば
か
り

で
、
惜
し
む
ら
く
は
ま
だ
頗
る
貧
弱
な
の
で
あ
る
。
言
ふ
ま
で
も
な
く

ロ
シ
ヤ
文
学
は
、
幾
人
か
の
優
れ
た
詩
人
を
出
し
て
は
ゐ
る
が
、
あ
ら

ゆ
る
読
者
に
詩
だ
け
を
愛
読
せ
よ
と
い
ふ
の
は
無
理
な
註
文
と
い
ふ
も

の
だ
。
散
文
の
方
で
は
、
た
だ
一
つ
『
カ
ラ
ム
ジ
ン
の
国
史
』
が
あ
る

き
り
で
、
わ
が
国
最
初
の
二
三
の
小
説
も
数
年
前
に
現
は
れ
た
と
は
い

へ
、
一
方
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
で
は
ど
う
か
と
云
ふ
と
、

踵
を
接
し
て
出
版
さ
れ
る
小
説
が
、
一
篇
ご
と
に
愈
々
益
々
見
事
な
出

来
栄
え
を
示
す
と
い
ふ
有
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
小
説
の
翻
訳
さ
へ
も

私
達
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
よ
し
ま
た
見
当
た
る
に
し
た

と
こ
ろ
で
、
皆
様
は
ど
う
お
考
へ
か
は
知
ら
な
い
が
、
私
は
や
つ
ぱ
り

原
文
の
方
を
手
に
と
り
た
い
と
思
ふ
。

（
神
西（

１０
）訳）

フ
ラ
ン
ス
語
で
し
か
も
の
を
書
け
な
い
女
性
が
仮
に
ロ
シ
ア
語
で
書
い
た

ら
こ
う
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
仮
定
は
、
原
文
を
別
の
言
語
に
お
き
か
え
た

ら
こ
う
な
る
だ
ろ
う
と
模
索
す
る
翻
訳
の
現
場
に
似
て
い
る
。
た
ん
な
る

「
横
の
も
の
を
縦
に
す
る
」
と
い
っ
た
安
易
な
言
語
の
お
き
か
え
で
は
な
く

て
、あ
ら
た
な
文
体
を
ひ
ね
り
出
そ
う
と
す
る
創
造
的
な
い
と
な
み
で
あ
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
神
西
は
プ
ー
シ
キ
ン
の
近
代
文
章
語
の
創
造
に
つ
い

て
、
民
衆
語
の
積
極
的
な
利
用
と
あ
わ
せ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
構
文
を
と
り

い
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。「
フ
ラ
ン
ス
の
ガ
リ
シ
ズ
ム
、
あ
れ

を
殆
ど
直
訳
的
に
摂
り
入
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
う
い
へ
ば
今
で
も
ロ
シ
ヤ

語
の
言
ひ
ま
は
し
が
似
て
を
り
ま
す
ね
。
そ
れ
で
や
つ
と
ど
う
や
ら
か
う
や

ら
小
説
な
り
詩
な
り
が
書
け
る
や
う
な
も
の
を
創
り
上
げ
た
の
で（

１１
）す。」

フ
ラ
ン
ス
語
の
わ
か
る
神
西
の
こ
と
だ
か
ら
、
と
う
ぜ
ん
プ
ー
シ
キ
ン
の

「
ガ
リ
シ
ズ
ム
」
も
か
ぎ
と
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
前
記
の
引
用
を
み
る

か
ぎ
り
、
め
だ
っ
て
不
自
然
な
表
現
は
見
あ
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
な
れ

す
ぎ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
日
本
語
と
し
て
違
和
感
の
な
い
文
章
に

し
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
原
文
と
比
べ
る
と
、
さ
ら
に
よ
く
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
本
当
は
か
う
な
の
で
あ
る
。
私
達
女
性
も
ロ
シ
ヤ
語
で
書
か

れ
た
も
の
を
読
み
た
い
の
は
山
々
な
の
だ
け
れ
ど
、
わ
が
国
の
文
学
は

ど
う
や
ら
や
つ
と
ロ
モ
ノ
ー
ソ
フ
に
始
ま
つ
た
ば
か
り
で
、
惜
し
む
ら

く
は
ま
だ
頗
る
貧
弱
な
の
で
あ
る
。

Дело
в
том

,
что

м
ы
и
рады

бы
читать

по-русски;
но

словесность
наш

а,
каж

ется,
не

старее
Лом

оносова
и

чрезвы
чайно

ещ
е
ограниче

（
１２
）

на
.

Дело
в
том

,
что

（
じ
つ
は
〜
だ
）
を
「
と
こ
ろ
が
本
当
は
か
う
な

の
で
あ
る
。」
と
あ
え
て
単
文
と
し
て
区
切
っ
て
整
理
し
、
以
下
に
つ
づ
く

ふ
た
つ
の
節
は
セ
ミ
コ
ロ
ン
（；

）
で
つ
な
が
っ
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
出

す
た
め
な
の
か
、「
〜
け
れ
ど
、」
と
完
全
に
は
切
断
し
な
い
よ
う
に
、
し
か

し
ま
っ
た
く
つ
な
げ
る
の
で
は
な
い
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。

ま
たм

ы
и
рады

бы
читать

по-русски

（
私
た
ち
も
ロ
シ
ア
語
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で
読
め
れ
ば
う
れ
し
い
）
を
、「
私
達
女�

性�

」
と
し
た
り
、「
読
み
た
い
の
は

山
々
な
の
だ
け
れ
ど
」
と
い
う
よ
う
な
解
釈
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
。
お
な

じ
よ
う
に
、не

старее
Лом

оносова

（
ロ
モ
ノ
ー
ソ
フ
よ
り
古
く
な

く
て
）、и

чрезвы
чайно

ещ
е
ограниченна

（
し
か
も
い
ま
だ
は

な
は
だ
乏
し
い
）
も
、「
ど
う
や
ら
や
つ
と
ロ
モ
ノ
ー
ソ
フ
に
始
ま
つ
た
ば

か
り
で
、
惜
し
む
ら
く
は
ま
だ
頗
る
貧
弱
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

か
な
り
咀
嚼
し
て
、
か
つ
副
詞
な
ど
に
色
づ
け
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
じ
た
い
が
創
作
的
な
翻
訳
文
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
も
勝
手
な
色
づ
け
で
は
な
い
。

не
старее

Лом
оносова

（
ロ
モ
ノ
ー
ソ
フ
よ
り
古
く
な
く
て
）
は
、

そ
も
そ
も
の
原
文
が
、
ロ
シ
ア
で
文
学
と
呼
べ
る
も
の
は
ロ
モ
ノ
ー
ソ
フ
か

ら
始
ま
っ
た
と
い
う
意
味
を
こ
め
た
修
辞
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
直
訳
し

た
の
で
は
意
味
が
伝
わ
ら
な
い
。

и
чрезвы

чайно
ещ
е
ограниченна

（
し
か
も
い
ま
だ
は
な
は
だ

乏
し
い
）
も
、
ロ
モ
ノ
ー
ソ
フ
以
降
も
現
在
に
至
る
ま
で
文
学
的
に
貧
し
い

と
い
う
こ
と
を
、
ロ
シ
ア
人
と
し
て
残
念
に
思
っ
た
り
自
嘲
し
た
り
し
て
い

る
感
じ
を
読
み
と
る
な
ら
ば
、「
惜
し
む
ら
く
は
ま
だ
頗
る
貧
弱
な
の
で
あ

る
」
と
い
う
言
い
回
し
は
正
確
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
正
確
さ
は
、
い
わ
ゆ
る
直
訳
的
な
正
確
さ
で
は
な
く
、
原

文
が
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
た
い
す
る
読
解
の
正
確
さ
に
ち
か
い
と
い
え

る
。
こ
う
し
た
や
り
方
は
、
原
文
が
日
本
語
と
構
造
が
こ
と
な
る
こ
と
を
信

じ
て
い
る
場
合
は
、
逆
に
不
信
感
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。

過
去
に
、
こ
う
い
う
話
が
あ
っ
た
。

二
葉
亭
氏
の
訳
文
は
誰
も
知
つ
て
ゐ
る
通
り
、
日
本
文
と
し
て
も
範
を

垂
る
ゝ
に
足
る
ほ
ど
の
名
文
で
、自
由
自
在
に
こ
な
し
き
つ
て
あ
つ
て
、

時
に
は
、
一
体
こ
ゝ
は
、
原
文
を
直
訳
的
に
読
ん
だ
ら
、
ど
ん
な
風
に

云
ひ
廻
し
て
あ
る
の
か
し
ら
、
と
却
つ
て
不
安
を
感
じ
る
く
ら
ゐ
だ
つ

た
。
昇
氏
の
は
、
ぶ
き
ツ
ち
よ
で
、
文
章
そ
の
も
の
に
色
彩
が
淡
く
、

時
に
怠
屈
す
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
か
つ
た
が
、
訳
文
の
裏
に
す
ぐ
原

文
が
感
じ
ら
れ
る
点
で
、
安
心
は
安
心
だ
つ
た
。

（
里
見
弴
「
懐
か
し
き
作
家（

１３
）群」）

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
に
亡
く
な
っ
た
二
葉
亭
四
迷
に
か
わ
っ
て
、

ロ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
者
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
の
が
、
昇
曙
夢
で
あ
る
。
そ

の
昇
の
翻
訳
集
『
六
人
集
』（
易
風
社
、
一
九
一
〇
年
五
月
）
と
、『
毒
の
園
』

（
新
潮
社
、
一
九
一
二
年
六
月
）
が
、
新
鮮
な
よ
ろ
こ
び
を
も
っ
て
む
か
え

ら
れ
た
。
そ
の
当
時
の
感
慨
を
回
想
し
て
の
証
言
で
あ
る
。

こ
こ
で
わ
か
る
の
は
、
明
治
四
十
年
代
ご
ろ
に
、
翻
訳
者
の
代
が
わ
り
と

と
も
に
、
読
者
の
代
が
わ
り
も
お
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。「
訳
文
の
裏
に
す

ぐ
原
文
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
外
国
語

を
ま
な
ぶ
補
助
と
し
て
の
直
訳
的
訳
文
に
慣
れ
た
人
々
が
、
翻
訳
文
学
の
読

者
層
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
だ
。
先
に
ふ
れ
た
、
外
国
文
学
研
究
の

正
道
は
原
文
に
直
接
ふ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
翻
訳
は
方
便
に
す
ぎ
な
い
、
と

す
る
吉
川
幸
次
郎
の
よ
う
な
考
え
方
も
、
ま
さ
に
こ
れ
に
あ
た
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
三
十
数
年
が
た
つ
と
、
こ
ん
ど
は
神
西
が
、
そ
う

し
た
直
訳
的
な
翻
訳
を
信
頼
す
る
風
潮
へ
の
違
和
感
を
告
白
す
る
。

神
西

〔
…
〕
日
本
の
翻
訳
は
日
本
人
の
わ
れ
わ
れ
の
頭
に
入
り
易
い

言
葉
に
翻
訳
す
る
と
評
判
が
悪
い
。
だ
い
た
い
私
の
翻
訳
は
そ
れ
が
多

― 394 ―



い
の
で
よ
く
叱
ら
れ
る
の
で
す
が
ね
。
こ
れ
は
い
つ
た
い
さ
う
い
ふ
翻

訳
口
調
と
い
ふ
も
の
は
、
信
仰
的
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
ん
ぢ
や
な
い

で
す
か
ね
。

（「
世
界
文
学
の
摂（

１４
）取」）

さ
て
、
そ
う
し
た
な
か
で
書
か
れ
た
「
散
文
の
運
命
」
で
あ
る
。
ア
ラ
ン

の
散
文
論
を
ひ
き
あ
い
に
し
な
が
ら
、
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
語
と
は
こ
と
な
る

日
本
語
の
現
実
の
ま
え
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
そ
の
や
う
な
散
文
で

も
の
を
考
へ
、
そ
の
や
う
な
散
文
で
書
か
れ
た
散
文
作
品
を
も
ち
た
い
と
心

か
ら
望
む
」
と
の
べ
る
ほ
か
術
が
な
い
ら
し
い
。

い
や
、
い
ま
安
易
に
「
日
本
語
の
現
実
」
と
述
べ
て
し
ま
っ
た
が
、
や
や

も
す
る
と
「
訳
文
の
裏
に
す
ぐ
原
文
が
感
じ
ら
れ
る
」（
里
見
）
よ
う
な
、
す

な
わ
ち
「
最
も
民
族
的
で
な
い
文
章
」（
神
西
）
を
、
今
も
っ
て
使
い
が
ち

な
日
本
語
の
実
状
に
つ
い
て
、な
ん
ら
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
ば
か
り
か
、

む
し
ろ
そ
れ
が
偉
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
、
あ
い
も
か
わ
ら
ず
続
い
て
い
る
事

態
を
、
七
〇
年
ま
え
の
神
西
に
よ
る
問
題
提
起
か
ら
気
づ
か
さ
れ
る
。「
今
日

当
然
書
か
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
散
文
」
が
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も

の
か
分
ら
ぬ
が
、「
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
そ
の
や
う
な
散
文
で
も
の
を
考
へ
、

そ
の
や
う
な
散
文
で
書
か
れ
た
散
文
作
品
を
も
ち
た
い
と
心
か
ら
望
む
。」

※
神
西
清
の
日
記
は
、『
神
西
清
日
記
Ⅱ
』（
石
内
徹
編
、
ク
レ
ス
出
版
、
二

〇
〇
五
年
一
〇
月
）
に
拠
っ
た
。

※
本
稿
は
、二
〇
一
八
年
度
立
教
大
学
日
本
文
学
会
大
会（
二
〇
一
八
年
七
月

七
日
、立
教
大
学
）に
お
け
る
講
演
に
も
と
づ
き
、内
容
を
大
幅
に
修
正
し
た
。

注

（
１
）
二
葉
亭
四
迷
『
あ
ひ
ゞ
き
』（
世
界
文
学
社
、
一
九
四
九
年
三
月
）
の

解
説
。
た
だ
し
引
用
は
補
稿
し
た
『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
別
巻
（
二
葉
亭

案
内
）
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
六
月
所
収
の
も
の
に
依
っ
た
。

（
２
）
『
文
学
』
一
九
五
一
年
二
月
。

（
３
）
大
野
俊
一
「
神
西
清
と
堀
辰
雄
」（『
新
潮
』
一
九
五
九
年
二
月
）。

（
４
）
神
西
清
「
精
神
的
そ
の
日
ぐ
ら
し
」（
第
一
高
等
学
校
国
語
漢
文
科
編

纂
『
大
震
の
日
』
六
合
館
、
一
九
二
四
年
八
月
所
収
）
参
照
。

（
５
）
竹
山
道
雄
「
亡
き
神
西
清
君
の
こ
と
」（『
新
潮
』
一
九
五
七
年
五
月
）。

（
６
）
河
盛
好
蔵
・
杉
捷
夫
対
談
「
同
行
二
人
」（
河
盛
好
蔵
『
河
岸
の
古
本

屋
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
二
年
八
月
所
収
）。

（
７
）
河
盛
好
蔵
・
神
西
清
・
武
田
泰
淳
・
手
塚
富
雄
・
中
野
好
夫
・
西
村
孝

次
「
世
界
文
学
の
摂
取
（
座
談
会
）」（『
人
間
』
一
九
四
六
年
八
月
）。

（
８
）
浦
野
進
『
メ
リ
メ
と
ロ
シ
ア
作
家
た
ち
―
―
ロ
シ
ア
へ
の
想
い
―
―
』

水
声
社
、
二
〇
一
二
年
六
月
参
照
。

（
９
）
吉
川
幸
次
郎
・
大
山
定
一
『
洛
中
書
問
』
秋
田
屋
、
一
九
四
六
年
一
一

月
。

（
１０
）
『
プ
ウ
シ
キ
ン
全
集
』
第
一
巻
、
改
造
社
、
一
九
三
七
年
一
月
。

（
１１
）
前
掲
河
盛
・
神
西
・
武
田
・
手
塚
・
中
野
・
西
村
。

（
１２
）

Пуш
кин

полное
собрание

сочинений.
Т.

8(1)
И
зд.

Академ
ии

Н
аук

СССР.
1940.

(М
осква

воскресенье.
1995)

С.
150.

（
１３
）
昇
曙
夢
『
六
人
集
と
毒
の
園
』
正
教
時
報
社
、一
九
三
九
年
九
月
所
収
。

（
１４
）
前
掲
河
盛
・
神
西
・
武
田
・
手
塚
・
中
野
・
西
村
。

（
こ
ば
や
し

み
の
る

十
文
字
学
園
女
子
大
学
人
間
生
活
学
部
准
教
授
）
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