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１ 

妓
近
、
読
者
を
十
分
に
説
得
す
る
だ
け
の
魅
力
を
失
っ
て
、
閉
塞
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
文
学
の
現
状
に
対
す
る
突
破
口
と

し
て
、
「
関
係
」
の
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
近
代
文
学
で
あ
る
）
」
と
を
保
証
す
る
段
大

の
要
素
で
あ
っ
た
自
我
の
概
念
が
、
素
直
に
は
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
か
つ
て
大
正
時
代
に
そ
の
燗
熟
期
を

迎
え
た
私
小
説
系
の
作
家
た
ち
が
、
自
己
の
全
生
活
を
賭
け
て
ま
で
追
い
求
め
た
純
粋
な
「
私
」
の
存
在
と
い
う
も
の
が
、
今
で
は
確

か
な
手
応
え
で
感
じ
と
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。
社
会
通
念
と
し
て
の
モ
ラ
ル
の
枠
組
糸
が
失
わ
れ
、
先
端
技
術
の
発
達
に

よ
る
変
化
の
激
し
さ
に
意
識
が
追
い
つ
か
な
い
、
豊
か
さ
に
よ
る
自
己
認
識
の
手
が
か
り
の
喪
失
な
ど
、
理
由
は
い
く
つ
も
上
げ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
「
私
」
は
宙
に
で
も
浮
い
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
く
、
よ
っ
て
立
つ
基
盤
は
砂
地
の
よ
う
に
不

安
定
で
、
頼
り
な
い
。
社
会
の
全
体
像
も
明
確
に
は
把
握
で
き
な
い
の
で
、
身
近
な
人
間
関
係
の
中
で
浮
き
漂
っ
て
い
る
だ
け
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
「
関
係
」
に
つ
い
て
の
意
味
が
問
わ
れ
る
の
は
当
然
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
日
本
の

近
代
文
学
を
考
え
る
上
で
か
な
り
本
質
的
な
問
題
提
起
で
あ
っ
て
、
一
過
性
の
も
の
と
し
て
簡
単
に
見
過
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

「
関
係
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
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伊
藤
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２
る
。
こ
の
問
題
に
特
に
興
味
を
持
ち
や
最
近
》
『
小
説
の
な
か
の
人
間
た
ち
Ⅱ
関
係
性
の
文
学
』
（
昭
和
弱
年
刊
）
フ
間
〃
の
構
造
Ⅱ
文
学

に
お
け
る
関
聯
螺
』
（
昭
和
弱
年
刊
）
と
た
て
つ
づ
け
に
二
冊
の
著
作
を
発
表
し
た
の
が
奥
野
健
男
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
前
者
の
著
作

の
「
は
じ
め
に
」
の
部
分
で
「
『
自
我
』
か
ら
『
関
係
』
へ
」
と
題
し
て
、
明
治
時
代
、
西
洋
文
学
の
輸
入
に
よ
っ
て
、
そ
の
圧
倒
的

影
響
下
に
は
じ
ま
っ
た
日
本
の
近
代
文
学
は
、
何
よ
り
も
近
代
的
自
我
の
確
立
を
め
ざ
し
た
。
以
来
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
〃
関
係
〃
か

ら
自
由
な
、
孤
立
し
た
主
体
的
自
我
を
追
い
求
め
た
。
戦
後
も
〃
関
係
〃
あ
る
い
は
〃
関
係
性
〃
は
、
過
去
を
引
き
ず
る
古
い
汚
ら
し

い
も
の
、
退
嬰
的
な
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
現
代
は
、
個
人
万
能
の
近
代
を
は
さ
ん
で
、
古
代
、
中
世
に
近
い
関
係
中
心
の
世
界
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
伊
藤
整
、
島
尾
敏
雄
、
吉
行
浮
之
介
な
ど
十
九
人
の
作
家
の
作
品
に
見

ら
れ
る
〃
関
係
〃
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
た
後
、
「
お
わ
り
に
」
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
人
間
個
人
、
そ
し
て
自
己
の
性
格
、
人
間
像
、
主
体
性
な
ど
は
な
い
の
だ
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
性
や
性
格
を
い
く
ら
描
い
て
も

現
代
は
描
け
ぬ
。
ハ
イ
ゼ
ソ
ペ
ル
グ
の
不
確
定
性
原
理
で
は
な
い
が
、
個
人
の
明
確
な
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
像
を
描
こ
う
と
す
る
と
、
周
囲
が

歪
む
。
今
日
は
個
我
と
か
理
想
的
乃
至
典
型
的
人
間
像
を
追
求
す
る
時
代
で
は
な
い
。
個
人
の
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
に
は
興
味
な
い
、
興
味
あ

る
の
は
人
と
人
と
の
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
世
間
と
い
う
関
係
の
網
の
目
こ
そ
を
表
現
し
た
い
と
、
敢
え
て
抽
象
的
小
説
を
打
ち
出

し
、
『
島
』
一
雪
夜
と
昼
の
鎖
』
な
ど
の
実
験
作
を
書
い
た
の
は
小
島
信
夫
で
あ
っ
た
。
小
島
信
夫
の
主
張
も
実
作
も
当
時
、
注
目
を
ひ
か

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
（
中
略
）
近
代
的
自
我
と
か
称
し
て
い
た
個
我
の
主
体
性
は
喪
失
し
、
〃
人
間
〃
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
、
〃
間
〃

（
２
）
 

と
い
う
〃
関
係
〃
が
、
今
日
の
文
学
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た
。
」

さ
ら
に
、
次
の
著
作
ヲ
間
〃
の
構
造
Ⅱ
文
学
に
お
け
る
関
係
素
』
に
お
い
て
は
、
伊
藤
整
に
触
れ
て
、

「
日
本
に
お
い
て
文
学
の
個
我
性
と
関
係
性
と
の
矛
盾
的
対
立
性
を
も
っ
と
も
真
剣
に
考
え
鋭
く
追
求
し
た
の
は
伊
藤
整
で
あ
ろ

う
。
伊
藤
整
は
文
学
表
現
の
主
体
で
あ
る
個
我
性
の
確
立
を
願
い
、
個
我
の
本
質
を
追
求
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
同
時
に
人

間
の
関
係
性
が
個
我
の
主
体
性
を
損
う
か
た
ち
で
作
用
し
て
来
る
こ
と
に
も
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
自
分
は
主
体
性
の

な
い
妥
協
的
相
対
的
人
間
（
間
人
）
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
悩
む
。
ま
た
自
分
の
個
我
は
単
な
る
卑
し
い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
過
ぎ

Hosei University Repository



こ
の
著
作
は
単
な
る
文
学
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
化
論
的
な
、
あ
る
い
は
民
俗
学
的
な
視
野
を
も
そ
の
射
程
の
中
に
含
め
よ
う
と
し

、
、

、
、
．
、
、
、
、

て
い
る
た
め
に
、
論
点
が
分
散
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
ま
た
、
「
個
我
性
は
要
素
で
あ
り
、
関
係
性
は
要
素
間
の
関
係
（
関
係
素
）

、
、

、
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
中
略
）
個
我
性
が
内
容
で
あ
り
、
関
係
性
が
形
式
で
あ
る
と
、
一
応
定
義
す
る
シ
」
と
が
で
き
る
。
し
か

、
、
、
、

し
文
学
に
お
け
る
個
我
性
と
関
係
性
と
の
微
妙
な
矛
盾
的
な
対
立
関
係
は
、
た
と
え
ば
内
容
と
形
式
と
が
置
換
可
能
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
理
論
を
適
用
し
て
も
、
と
て
も
解
明
で
き
そ
う
し
な
い
。
も
っ
と
具
体
的
な
事
物
を
挿
入
し
、
こ
ま
か
く
検
討
し
な
け
れ
ば
人
間

、
、

（
４
）
 

の
〃
間
〃
の
構
造
を
と
ら
鱈
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
」
と
い
う
認
識
が
基
本
に
あ
る
の
で
、
か
な
り
強
引
に
関
係
素
と
し

て
具
体
的
な
事
物
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
ガ
ス
ト
ソ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
物
質
的
想
像
力
の
四
大
元
素
と
し
て
提
示
し
た
空
、

火
、
水
、
大
地
の
要
素
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
え
て
、
火
と
水
、
空
と
水
、
火
と
大
地
な
ど
と
い
う
よ
う
な
要
素
と
要
素
と

の
関
り
の
な
か
に
関
係
素
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
多
分
に
無
理
な
想
定
で
あ
っ
て
、
論
旨
は
暖
味
に
な
り
、

文
学
の
ヒ
ヘ
ル
を
は
る
か
に
逸
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
点
、
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
論
考
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
関
係
」
に
つ

い
て
示
唆
に
富
ん
だ
数
多
く
の
提
言
を
含
ん
で
い
る
。

奥
野
は
こ
の
著
書
の
中
で
太
宰
治
、
三
島
由
紀
夫
、
坂
口
安
吾
、
安
部
公
房
な
ど
数
多
く
の
作
家
に
言
及
し
て
い
る
が
、
や
は
り

「
関
係
」
と
い
う
問
題
を
意
識
的
に
自
己
の
文
学
的
課
題
と
し
、
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
作
家
と
し
て
は
伊
藤
整
、
小
島
信
夫
の
二
人
が

代
表
的
存
在
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
二
人
に
小
林
秀
雄
を
加
え
て
、
一
つ
の
系
譜
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
昭
和
十
年
に
発
表
さ
れ
た
『
私
小
説
論
』
に
お
け
る
小
林
秀
雄
の
「
社
会
化
さ
れ
た
私
」
と
い
う
概
念
、
ま
た
、
昭
和
二
十
年
代

後
半
に
伊
藤
整
が
提
示
し
た
「
組
織
と
人
間
」
の
問
題
、
昭
和
三
十
年
代
初
め
頃
か
ら
小
島
信
夫
が
文
学
的
実
験
を
始
め
た
「
関
係
性

の
網
目
」
と
い
う
考
え
方
、
こ
れ
を
一
連
の
文
学
的
認
識
の
発
展
過
程
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
奥
野
の
用
語
を
使
っ
て
言
え
ば
、
個
我
性
か
ら
関
係
性
へ
と
傾
斜
を
深
め
て
い
く
過
程
、
「
私
」
を
相
対
化
し
て
い
く
過

な
い
の
で
は
な
い
か
と
悩
む
。
さ
ら
に
は
他
人
と
の
関
係
性
に
お
い
て
も
、
自
分
に
は
人
を
ほ
ん
と
う
に
愛
し
思
い
や
る
心
に
欠
け
て

（
３
）
 

い
る
の
で
は
な
い
か
と
反
省
す
る
。
す
べ
て
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
の
方
向
か
ら
考
膿
え
る
の
だ
。
」

と
書
い
て
い
る
。
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４ 

程
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
小
林
の
主
張
が
『
私
小
説
論
』
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
伊
藤
が
私
小
説
系
の

作
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
理
論
的
に
も
私
小
説
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
小
島
も
同
様
に
私
小
説
系
の
作
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
虚
構
の
、
い
わ
ゆ
る
本
格
小
説
を
書
こ
う
と
志
し
た
作
家
に
は
、
特
に
「
関
係
」
を
問
題
視
し
た
人
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は

何
を
意
味
す
る
の
か
。
本
格
小
説
は
本
来
、
関
係
を
前
提
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
と
さ
ら
問
題
と
す
る
に
あ
た
ら
な
か
っ
た
、
と

い
う
反
論
だ
け
で
は
す
ま
な
い
、
近
代
日
本
文
学
の
根
本
に
関
わ
る
重
要
な
何
か
が
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
気
が
す
る
。

私
小
説
が
近
代
自
我
の
確
立
を
目
指
し
た
結
果
生
ま
れ
た
日
本
独
自
の
表
現
形
式
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
関
係
は
束
縛
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
束
縛
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
。
そ
れ
が
個
我
性
を
徹
底
化
す
る
た
め
の
第
一
条
件
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
。
あ
る
意
味
で
は
、
維
新
の
志
士
の
よ
う
な
使
命
感
が
当
時
の
作
家
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
士
と
い
う
呼
称
に

も
そ
れ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
で
生
き
て
い
く
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
断
つ
こ
と
は
難
し
い
。
当
然
、
ト
ラ
ブ
ル
が

起
き
る
。
作
家
は
悩
薙
、
苦
し
む
が
、
し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
が
表
現
の
レ
ア
リ
テ
ィ
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
相
互
に
苦
悩
の
度

合
い
を
競
う
形
に
な
る
。
伊
藤
整
の
理
論
に
従
え
ば
、
文
壇
の
中
で
の
象
「
逃
亡
奴
隷
」
と
し
て
許
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
。
文
壇
は

世
間
か
ら
見
離
さ
れ
た
人
間
の
集
合
体
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
こ
う
い
う
孤
立
し
た
場
所
で
の
個
我
性
へ
の
信
仰
が
、
か
な
り

暢
気
で
、
ひ
と
り
よ
が
り
で
、
自
分
勝
手
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
心
あ
る
人
に
見
抜
か
れ
な
い
わ
け
が
な
い
。

小
林
秀
雄
も
当
然
、
気
が
つ
い
て
い
た
。
他
者
は
自
己
を
映
す
鏡
で
あ
り
、
他
者
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
自
己
認
識
は
あ
り
得
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
他
者
の
眼
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
即
ち
自
己
を
他
人
の
眼
で
見
つ
め
な
お
す
こ
と
で
あ
り
、
自
己
を

客
観
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
自
己
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
な
り
、
相
対
化
が
始
ま
る
。
世
間
が
、
社
会
が
背
景
か

ら
前
面
に
押
し
出
し
て
き
て
、
自
己
と
同
一
の
レ
ベ
ル
に
並
ぶ
。
「
社
会
化
さ
れ
た
私
」
と
い
う
概
念
は
こ
う
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
林
に
あ
っ
て
は
比
重
は
ま
だ
ま
だ
「
私
」
の
ほ
う
に
か
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
無
理
は
な
か
っ
た
。
当
時
、

谷
崎
潤
一
郎
の
よ
う
な
虚
構
に
よ
る
本
格
小
説
は
、
根
が
な
い
、
思
想
が
な
い
と
し
て
否
定
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
し
、
事
実
、
私

小
説
の
ほ
う
に
密
度
の
濃
い
、
説
得
力
の
あ
る
作
品
が
数
多
く
生
ま
れ
て
い
た
。
日
本
に
は
私
小
説
を
育
む
土
壌
が
あ
る
の
か
、
あ
る

い
は
自
分
を
実
験
モ
デ
ル
に
し
て
社
会
に
ぶ
ち
あ
て
て
み
る
無
謀
な
私
小
説
作
家
の
よ
う
な
行
為
が
な
け
れ
ば
表
に
出
て
こ
な
い
何
か
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が
潜
ん
で
い
る
の
か
群
よ
く
分
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
小
林
に
も
ま
だ
、
「
〃
私
〃
の
表
現
で
あ
る
文
学
」
が
疑
い
も
な
く
信
じ
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
「
表
現
の
主
体
と
し
て
の
〃
私
〃
」
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

だ
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
「
社
会
化
さ
れ
た
私
」
と
い
う
形
で
自
己
の
相
対
化
が
始
ま
る
と
、
私
小
説
の
場
合
、
そ
れ
だ
け

主
観
的
要
素
は
稀
薄
に
な
る
。
か
つ
て
、
神
西
清
が
日
本
で
は
散
文
が
詩
の
代
わ
り
を
し
て
い
る
、
私
小
説
は
そ
の
本
質
と
し
て
、
本

来
詩
に
託
さ
れ
る
べ
き
主
観
的
要
素
を
備
え
て
い
る
、
と
指
摘
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
で
は
詩
が
十
分
な
読
者
を
持
ち
得
な
か
っ

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
神
西
の
言
う
主
観
的
要
素
が
い
わ
ば
個
別
性
に
つ
な
が
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
を
相
対
化
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
要
素
を
客
観
的
要
素
、
つ
ま
り
関
係
性
に
転
換
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
事
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。

主
観
性
を
稀
薄
化
す
る
た
め
に
は
、
感
情
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
私
」
を
表
現
す
る
上
で
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ

と
な
る
感
情
を
、
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
、
個
別
性
と
関
係
性
、
こ
れ
は
相
互
に
矛
盾
し
、
対
立
す
る
要
素
で
あ
る
。
作
家
の
内
部
に

持
ち
込
ま
れ
れ
ば
、
激
し
い
葛
藤
が
生
ま
れ
な
い
ほ
う
が
不
思
議
だ
。
「
対
他
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ソ
は
「
自
己
表
出
』
の
前
に

（
５
）
 

あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
後
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
『
自
己
表
出
』
の
形
成
と
同
時
的
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
現
代
の
評
論
家
は
言

う
が
、
理
論
的
に
は
成
り
立
つ
と
し
て
も
、
表
現
の
場
で
は
、
作
家
に
大
変
な
苦
痛
を
強
い
る
。
ま
た
、
関
係
論
的
。
ハ
ラ
ダ
ィ
ム
を
用

意
し
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
櫛
造
主
義
に
つ
い
て
、
丸
山
圭
三
郎
は
「
個
は
自
存
的
客
体
で
は
な
く
、
他
の
個
と
の
共
存
に
よ
っ
て
は
じ
め

、
、

（
６
）
 

て
価
値
を
も
つ
。
私
と
い
う
個
人
も
、
社
会
・
歴
史
的
関
係
の
網
の
目
の
産
物
と
し
て
の
間
我
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
文
学
に
お
け
る
関
係
性
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
論
理
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
「
間
我
」
と
い
う
も
の
を
具
体
的
に
ど
う
表
現

し
て
い
く
か
と
な
る
と
、
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

伊
藤
整
が
「
組
織
と
人
間
」
論
な
る
も
の
を
展
開
し
始
め
た
の
は
、
勿
論
、
背
景
と
し
て
敗
戦
後
の
社
会
状
況
に
対
す
る
一
般
的
な

関
心
の
高
ま
り
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
直
接
の
き
っ
か
け
は
，
．
Ｈ
・
ロ
レ
ソ
ス
の
『
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋
人
』
の
翻
訳
者
と
し
て
わ

い
せ
つ
文
書
頒
布
の
疑
い
で
起
訴
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
チ
ャ
タ
レ
イ
裁
判
」
を
通
し
て
、
社
会
の
中
の
自
己
を
痛
切
に
認
識
さ
せ
ら

れ
た
こ
と
に
よ
る
。
自
分
が
い
か
に
無
力
で
、
小
さ
な
存
在
で
あ
る
か
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
味
わ
い
、
自
己
を
徹
底
的
に
相
対
化
し
て

見
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
権
力
を
パ
ッ
ク
に
し
た
他
者
が
有
無
を
言
わ
せ
ず
「
私
」
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
対
し
て
最
大
限
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６
の
力
で
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
一
躍
、
時
代
の
寵
児
と
な
り
、
流
行
作
家
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の

は
「
組
織
と
人
間
」
と
い
う
論
理
の
枠
組
承
で
あ
る
。
彼
は
両
者
を
対
立
さ
せ
て
捉
え
て
い
る
。
当
然
そ
こ
に
は
、
組
織
は
強
者
で
あ

り
Ｆ
悪
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
は
弱
者
で
あ
り
、
善
で
あ
る
と
い
う
二
項
対
立
が
前
提
と
し
て
あ
る
。
構
造
主
義
論
者
が
否
定
す
る

二
項
対
立
だ
が
、
確
か
に
こ
う
割
り
切
っ
て
し
ま
え
ば
簡
単
で
、
俗
耳
に
入
り
や
す
い
。
だ
が
、
組
織
に
属
さ
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な

い
、
と
い
う
一
般
論
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
組
織
と
人
間
が
か
ら
染
合
う
、
ど
ち
ら
が
善
と
も
悪
と
も
判
別
の
つ
か
な
い
、
混

沌
と
し
た
現
実
が
、
二
項
対
立
で
は
脱
落
し
て
し
ま
う
。
文
学
の
土
壌
と
な
る
重
要
な
部
分
が
網
の
目
か
ら
こ
ぼ
れ
出
て
し
ま
う
。
し

か
し
伊
藤
は
、
人
間
は
強
大
な
組
織
の
中
の
歯
車
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
受
身
の
形
で
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
守
ろ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
そ
う
い
う
彼
を
支
持
し
た
わ
け
踵
が
、
そ
ん
な
外
部
の
思
惑
と
は
関
係
な
く
、
文
学
者
伊
藤
整
に

と
っ
て
、
個
別
性
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
す
べ
て
敵
で
あ
っ
た
。

伊
藤
整
ほ
ど
文
壇
の
人
間
関
係
に
気
を
つ
か
い
、
注
意
深
く
作
家
生
活
を
維
持
し
よ
う
と
心
が
け
た
作
家
も
珍
し
い
と
い
わ
れ
る
。

後
輩
の
作
家
に
も
、
一
種
の
文
壇
遊
泳
術
と
も
と
れ
る
具
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
励
ま
し
た
と
聞
く
。
絶
え
ず
他
者
の
眼
を
意
識

し
、
他
者
と
自
分
と
の
関
係
に
細
か
く
気
を
配
る
性
格
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
Ｐ
劣
等
感
め
い
た
表
現
が
多
か
っ
た
の
も
そ
の
せ
い
で
あ

ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
あ
る
意
味
で
は
小
心
者
の
心
遣
い
を
逆
手
に
と
っ
て
、
『
小
説
の
方
法
』
『
小
説
の
認
識
』
に
見
ら
れ
る

文
学
理
論
を
構
築
し
た
の
だ
し
、
「
日
本
文
壇
史
』
を
構
想
し
た
の
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う
性
格
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
小
説
『
得
能
五
郎
の
生
活
と
意
見
』
『
得
能
物
語
』
『
鳴
海
仙
吉
』
、
評
論
『
伊
藤
整
氏
の
生
活
と
意
見
』
な
ど
も
生
ま
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
多
分
に
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
は
生
活
者
で
あ
る
自
己
を
戯
画
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

社
会
と
の
関
係
性
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
自
己
の
オ
カ
ン
サ
、
歪
翠
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
自
己
を
他
者
の
眼
で
見
る
こ
と
で

あ
り
、
当
然
、
自
己
の
客
観
化
、
相
対
化
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
明
ら
か
に
関
係
性
が
彼
の
文
学
の
特
質
の
一
つ
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
詩
集
『
雪
明
り
の
路
』
の
杼
情
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
伊
藤
蟹
に
は
、
関
係
住
を
個
別
性
と
同
列
に
、
同
じ
レ
ベ
ル
で
考

え
る
気
持
は
毛
頭
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
作
家
と
し
て
の
彼
は
む
し
ろ
個
別
性
に
徹
す
る
こ
と
を
目
指
す
タ
イ
プ
で
あ
っ
て
、
人
間
の
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７ 

動
機
を
分
析
し
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
別
決
し
て
い
っ
た
。
「
私
」
を
表
出
す
る
作
業
が
逆
に
作
者
で
あ
る
伊
藤
を
追
い
つ
め
、
自
己
否
定

に
至
る
、
一
種
の
破
滅
型
の
傾
向
を
持
っ
た
作
家
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
の
小
説
を
書
き
終
わ
る
と
、
自
己
が
消
え
て
、
あ

と
に
は
生
活
者
で
あ
る
が
故
の
「
関
係
」
だ
け
が
残
る
、
そ
ん
な
経
験
を
何
度
も
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
絶
望
に
裏
う

ち
さ
れ
た
虚
無
感
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
ば
か
り
。
私
は
そ
れ
を
「
ゼ
ロ
の
地
点
」
と
名
づ
け
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
。
伊
藤
は
絶
え
ず

そ
の
地
点
か
ら
出
発
し
て
い
っ
て
、
ま
た
そ
の
地
点
に
戻
る
と
い
う
声
」
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
従
っ
て
、
そ
の
関

係
性
の
基
地
「
ゼ
ロ
の
地
点
」
は
故
郷
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
こ
で
傷
を
い
や
し
、
精
神
の
．
〈
ラ
ソ
ス
を
取
り
戻
し
て
、
再

び
出
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
『
雪
明
り
の
路
』
に
表
現
さ
れ
て
い
る
杼
情
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
「
ゼ
ロ
の
地
点
」
で
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
『
得
龍
五
郎
の
生
活
と
意
見
』
も
『
鳴
海
仙
吉
』
も
そ
こ
で
発
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
関
係
性
が
生
活
者
の
感
覚
と
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
で
も
分
る
。
伊
藤
は
個
別
性
に
傷
つ
き
、
関
係
性
で
救
わ
れ
た
と
言
え
な
い
こ
と
ば
な
い
。

伊
藤
蓬
よ
り
十
年
ば
か
り
後
に
生
ま
れ
た
小
島
信
夫
に
な
る
と
、
「
関
係
」
へ
の
意
識
は
よ
り
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
重
要
性

を
自
覚
し
た
彼
は
、
自
己
の
文
学
の
中
心
的
課
題
と
し
て
「
関
係
」
を
位
置
づ
け
る
ま
で
に
な
っ
た
。
昭
和
三
十
年
十
一
月
、
「
東
京

新
聞
」
に
発
表
さ
れ
た
『
自
作
に
つ
い
て
』
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
た
ち
は
『
私
小
説
』
に
あ
き
た
ら
ぬ
の
は
、
い
わ
ゆ
る
『
私
小
説
』
的
世
界
に
生
き
て
は
い
な
い
か
ら
だ
。
周
囲
と
の
関
係
を

意
識
す
る
こ
と
で
、
関
係
に
抽
象
す
る
こ
と
で
Ｙ
私
の
位
置
を
確
か
め
て
い
る
暮
し
方
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
私
は
個
の
私
で

は
な
い
。
中
心
点
と
い
う
位
置
で
あ
る
。
（
中
略
）
極
端
な
場
合
に
は
、
こ
こ
に
裁
判
官
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
名

を
持
っ
た
人
物
で
は
な
く
て
、
裁
判
官
と
い
う
え
ら
ば
れ
た
言
語
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
言
語
が
、
『
私
』
と
の
諸
関
係
の
有
力
な
一
支
点

と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
で
、
関
係
が
生
き
始
め
『
世
界
』
が
造
型
さ
れ
て
く
る
。
性
格
を
帯
び
る
の
は
『
私
』
を
め
ぐ
る
『
世
界
』
そ

の
も
の
で
あ
る
。
『
裁
割
垣
』
は
裁
判
官
と
い
う
複
数
の
人
間
の
公
約
数
的
存
在
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
は
じ
め
か
ら
関
係
そ
の
も

の
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」

２ 
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８ 

「
他
人
の
発
見
は
、
す
べ
て
自
分
の
発
見
の
こ
と
だ
か
ら
ね
」
と
小
説
『
モ
グ
ラ
の
よ
う
な
』
の
中
で
語
り
手
の
「
私
」
が
咳
く
と

こ
ろ
が
あ
る
。
関
係
性
の
認
識
と
は
、
つ
ま
り
は
他
者
の
発
見
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
者
即
ち
自
己
、
両
者
は
い
つ
で
も
置

換
可
能
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
論
理
で
は
そ
う
説
明
で
き
て
も
、
実
際
に
は
複
雑
な
要
素
が
そ
こ
に
は
ひ
そ
ん

で
い
る
。
小
島
の
場
合
も
、
そ
こ
に
見
逃
せ
な
い
ポ
イ
ソ
ト
が
あ
る
。
小
島
信
夫
の
自
己
を
相
対
化
す
る
眼
、
客
観
化
す
る
眼
は
き
び

し
く
、
「
私
」
の
お
か
し
さ
、
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
を
容
赦
な
く
見
抜
く
。
ユ
ー
モ
ア
性
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、
彼
の
他
者
に
向

け
る
ま
な
ざ
し
も
同
様
に
き
び
し
い
。
き
び
し
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
無
限
の
や
さ
し
さ
を
含
ん
で
い
る
。
実
は
こ
の
こ
と
が
大
事

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
説
『
抱
擁
家
族
』
の
中
で
彼
が
提
出
し
た
「
ど
う
し
た
ら
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
相
対
論
的
な
世
の
中
で
生
き
て

ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
基
本
的
な
問
題
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
困
難
な
問
題
に
小
島
は
取
り
組
孟
、

由
が
分
ら
な
か
っ
た
。

私
小
説
に
充
足
感
を
求
め
る
タ
イ
プ
の
作
家
で
あ
り
な
が
ら
諺
な
お
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
者
は
常
に
自
己
と
対

立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
無
意
識
の
前
提
に
立
ち
、
個
別
性
絶
対
の
神
話
を
信
じ
て
小
説
を
書
く
こ
と
の
で
き
た
幸
福
な
時
代
は
終

わ
っ
た
こ
と
を
、
す
で
に
昭
和
三
十
年
の
時
点
で
小
島
は
覚
っ
て
い
た
。
同
時
に
『
島
』
や
『
夜
と
昼
の
鎖
』
な
ど
の
小
説
に
お
い
て

実
験
を
試
染
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
「
関
係
」
の
重
要
性
を
小
島
ほ
ど
明
敏
に
察
知
し
た
作
家
、
評
論
家

は
ほ
か
に
い
な
か
っ
た
。
現
在
は
自
我
の
不
安
定
さ
、
暖
昧
さ
が
明
瞭
に
露
呈
し
て
き
た
の
で
、
多
く
の
文
学
者
が
「
関
係
」
へ
の
認

識
を
深
め
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
小
島
に
つ
い
て
も
、

「
根
本
的
に
〃
抽
象
的
な
〃
作
家
で
あ
る
。
こ
の
〃
抽
象
性
〃
は
、
彼
が
人
間
で
あ
れ
事
物
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
実
体
と
し
て
で
な

（
８
）
 

く
関
係
項
と
し
て
染
る
と
い
う
認
識
に
あ
る
。
」

「
語
り
手
と
人
女
と
の
間
の
眼
に
見
え
ぬ
絆
は
、
磁
場
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
。
そ
の
性
質
は
、
マ
ル
チ
ソ
・
ブ
ー
バ
ー
の
『
相
互

（
９
）
 

間
の
領
域
』
（
ｓ
の
の
□
丘
の
円
の
。
、
ど
の
罫
の
①
ロ
）
と
『
基
本
的
相
関
関
係
』
（
吾
の
①
ｍ
い
の
具
旨
」
８
』
閂
の
○
口
の
田
）
の
概
念
を
思
わ
せ
る
。
」

と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
当
時
は
そ
の
実
験
的
小
説
の
晦
渋
さ
に
辞
易
し
て
、
無
視
す
る
人
が
多
か
っ

た
。
勿
論
、
私
な
ど
も
『
ア
メ
リ
カ
ソ
・
ス
ク
ー
ル
』
『
小
銃
』
な
ど
の
象
徴
的
な
作
風
か
ら
一
挙
に
難
解
な
世
界
へ
と
屈
折
し
た
理
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答
え
は
出
せ
な
い
と
し
て
も
、
手
が
か
り
だ
け
で
も
見
つ
け
出
そ
う
と
努
め
て
い
る
。
こ
う
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
あ
る
い
は
彼
に
は

不
似
合
か
も
し
れ
な
い
が
、
真
筆
で
倫
理
的
な
態
度
で
あ
る
と
言
え
る
。
『
モ
グ
ラ
の
よ
う
な
』
の
中
で
も
、
「
ほ
ん
と
う
は
、
人
は

永
生
を
信
じ
て
い
る
の
だ
よ
」
「
死
ぬ
人
に
、
い
い
思
出
を
刻
承
こ
ん
で
お
き
た
い
と
願
う
と
い
う
気
持
は
、
つ
ま
り
そ
う
な
ん
だ
ろ

う
」
と
「
私
」
が
自
問
自
答
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
結
局
、
物
語
を
信
じ
る
。
物
語
と
は
即
ち
意
識
で
あ
り
、
意

識
と
は
発
見
で
あ
り
、
発
見
と
は
自
己
の
発
見
で
あ
る
、
と
な
っ
て
、
「
他
人
の
発
見
は
、
す
べ
て
自
分
の
発
見
の
こ
と
だ
」
と
い
う

咳
き
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
咳
き
も
、
相
対
論
的
な
こ
の
世
に
ど
う
耐
え
て
生
き
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
一
つ

の
解
答
な
の
だ
が
、
小
島
に
と
っ
て
他
者
の
発
見
と
は
実
に
永
生
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
形
而
上
の
問
題
に

つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
ひ
と
り
で
は
生
き
ら
れ
な
い
。
『
孤
独
な
存
在
で
は
あ
り
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
積
極
的
に
関
係
を
求
め
て
い
く
心
構
え
が

大
切
に
な
っ
て
く
る
。
小
島
信
夫
の
人
生
に
対
す
る
態
度
に
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
根
本
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
勿

論
、
積
極
的
に
求
め
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
気
持
が
満
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
逆
の
ケ
ー
ス
の
ほ
う
が
多
く
、
滑
稽

な
誤
解
や
感
情
の
齪
鰯
や
、
意
地
の
悪
い
反
撃
な
ど
が
起
っ
て
、
無
用
な
ト
ラ
．
フ
ル
を
生
ず
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
倦
ま
ず
求
め
て

い
く
、
そ
の
よ
う
な
積
極
的
、
能
動
的
な
行
為
の
中
に
こ
そ
愛
が
あ
る
の
だ
、
と
小
島
は
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
生
き
よ
う
と
す
る
意

志
こ
そ
が
人
間
を
支
え
て
い
る
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
『
私
の
考
え
る
「
新
し
さ
」
と
い
う
こ
と
』
と

い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
ド
ス
ト
ニ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
ノ
ー
ト
に
触
れ
て
、

「
作
者
が
一
番
大
切
な
二
」
と
は
ノ
ー
ト
で
は
書
く
必
要
も
な
か
っ
た
し
、
書
く
必
要
も
な
い
ほ
ど
彼
の
中
に
渦
巻
き
、
し
か
も
確
固

と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
『
生
き
た
い
』
と
い
う
意
志
、
そ
の
他
、
愛
や
僧
し
ゑ
の
心
の
重
要
部
分
を
占
め
る
も
の
で
あ

る
。
こ
う
い
う
い
う
も
の
は
、
ど
こ
か
で
理
想
を
求
め
て
い
る
意
志
と
か
ん
け
い
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
（
中
略
）
ず
っ
と
過
去
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
日
本
の
純
文
学
と
い
う
も
の
を
、
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
そ
の
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
は
違
う
け
れ
ど
も
、

よ
く
つ
き
つ
め
て
み
る
と
、
そ
の
作
品
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、
生
き
た
い
と
い
う
意
志
、
何
ら
か
の
意
味
の
理
想
を
求
め
る
意
志
を

（
、
）

基
盤
に
も
っ
て
い
な
い
も
の
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
よ
う
に
思
わ
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
」
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鯵
み
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
『
中
年
文
学
の
困
難
』
と
題
し
て
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
小
説
『
河
を
渡
っ
て
木
立
の
中
皀
を
論
評
し
た

文
章
の
中
で
も
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
ア
ル
ペ
ー
ル
。
カ
ミ
ュ
が
『
顛
落
』
を
発
表
し
た
と
き
、
こ
の
作
家
自
身
顛
落
し
た
と
私
は
思
っ
て
撫
然
と
し
た
。
（
中
略
）
心

理
や
意
識
が
出
て
く
る
が
そ
れ
が
く
ど
く
ど
と
老
の
く
り
ご
と
の
よ
う
に
き
こ
え
る
。
（
中
略
）
カ
ミ
ュ
と
い
う
作
家
は
、
も
と
も
と

く
り
ご
と
が
な
く
、
現
在
も
せ
い
い
っ
ぱ
い
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
新
し
さ
が
あ
っ
た
作
家
で
あ
る
の
に
、
彼
が
軽
蔑
し
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
作
風
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
ど
う
し
た
わ
け
だ
ろ
う
、
と
私
は
思
っ
た
。
こ
れ
と
お
な
じ
よ
う
な
｝
」
と
が
『
河
を
渡

っ
て
』
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
た
た
か
わ
ず
し
て
殺
さ
れ
る
た
め
に
シ
カ
ゴ
か
ら
買
わ
れ
て
き
た
馬
は
、
た
と
え
無
惨
な
死
に
か
た
を

し
て
も
、
喜
劇
に
し
か
う
つ
ら
ぬ
、
と
ヘ
ミ
ソ
グ
ウ
ェ
イ
が
い
っ
た
と
き
、
彼
は
こ
の
馬
を
軽
蔑
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
彼
は
そ
う
い
う
馬
の
よ
う
な
生
き
方
や
そ
う
い
う
生
き
方
の
作
家
や
、
一
般
の
人
間
や
、
そ
う
い
う
人
間
を
中
心
的
人
物
と
し
て

（
ｕ
）
 

書
く
こ
と
を
軽
蔑
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
『
馬
』
を
彼
は
瞥
い
た
の
で
あ
る
。
」

行
動
力
を
喪
失
し
た
ヘ
ミ
ソ
グ
ウ
ェ
イ
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
積
極
的
な
生
き
方
、
行
動
的
な
意
志
を
評
価
す
る
と
こ
ろ
が
、
小
島
信
夫
と
伊
藤
整
と
の
根
本
的
な
相
違
点
で
あ
る
。

伊
藤
に
と
っ
て
は
関
係
と
は
あ
く
ま
で
も
受
身
の
形
で
し
か
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
関
係
と
対
処
す
る
の
は
や
む
を
得
な
い

人
間
の
業
で
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
消
極
的
な
生
き
方
な
の
で
あ
る
。
「
ゼ
ロ
の
地
点
」
で
初
め
て
安
ら
ぎ
を
得
ら
れ
る
虚
無
感

が
あ
り
、
人
間
存
在
を
否
定
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
心
性
が
あ
る
。
伊
藤
は
余
り
人
間
が
好
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
生

き
る
こ
と
に
た
め
ら
い
や
怯
え
が
あ
り
、
好
ん
で
劣
等
感
を
取
り
上
げ
た
の
も
そ
こ
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
反
し
て

（
坦
）

小
島
信
夫
に
は
、
虚
無
感
な
ど
を
潮
笑
う
骨
太
い
意
志
が
あ
る
。
「
僕
が
笑
う
の
は
臆
病
だ
か
ら
だ
」
な
ど
と
書
い
て
い
る
け
れ
ど
、

人
間
を
ま
る
ご
と
掬
い
上
げ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
全
的
に
肯
定
し
て
し
ま
う
図
太
さ
が
あ
る
。
岐
阜
の
人
間
は
劣
等
感
な
ど
持
た
な

い
、
と
も
述
ぺ
て
い
て
、
そ
こ
も
伊
藤
と
違
う
。
そ
の
故
郷
岐
阜
の
風
土
か
ら
来
る
の
か
、
彼
に
は
狼
雑
さ
に
対
す
る
特
別
な
興
味
も

あ
る
。
卑
小
な
こ
と
、
些
末
な
も
の
を
通
し
て
、
オ
カ
ン
サ
を
表
現
す
る
。
そ
の
時
、
行
間
か
ら
凡
俗
で
あ
る
人
間
に
対
す
る
愛
情
が
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「
僕
は
と
に
か
く
日
常
的
な
細
か
い
こ
と
に
執
着
し
て
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
垢
に
よ
ご
れ
た
よ
う
に
見
え
る
、
卑

小
な
些
事
を
と
り
あ
げ
て
ぬ
り
つ
ぶ
す
よ
う
な
感
じ
だ
が
、
モ
チ
ロ
ソ
人
間
は
卑
小
で
ワ
ィ
ザ
ッ
な
も
の
だ
と
い
う
考
え
が
根
本
に
あ

る
。
い
ろ
い
ろ
な
作
風
で
書
き
、
い
ろ
い
ろ
な
荒
唐
無
稽
な
こ
と
を
書
い
て
も
、
む
し
ろ
そ
う
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
卑
小
な
、
飯
を
食
っ

た
り
歩
い
た
り
、
恥
を
か
い
た
り
、
怒
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
で
描
こ
う
と
す
る
。
生
活
人
と
し
て
の
僕
の
興
味
が
い
つ
も
そ
う
い
う
と

（
Ｈ
）
 

こ
ろ
に
向
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
題
名
は
『
摩
擦
音
の
如
き
グ
ロ
テ
メ
ク
』
と
い
う
の
だ
が
、
グ
ロ
テ
ス
ク
と
は
人
間
や
事
物
に
穂
極
的
に
関
係
を

持
と
う
と
す
る
意
志
が
あ
っ
て
初
め
て
見
え
て
く
る
角
度
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
間
の
す
べ
て
を
拒
絶
し
な
い
で
受
け
入
れ
る
許
容

量
の
大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
と
同
時
に
、
日
本
の
小
説
が
持
っ
て
い
る
杼
惰
性
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
決
意
を
も
感
じ
さ
せ
る
。

さ
て
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に
関
係
性
を
稲
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
小
島
信
夫
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
れ
を
小
説
の
中
で
ど
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
く
か
、
で
あ
る
。
方
法
論
が
こ
こ
で
論
点
と
し
て
出
て
く
る
。
技
法
と
し
て
考
え
れ
ば
、
関
係
性
は
虚
榊
に
よ
る
、
い

わ
ゆ
る
本
格
小
説
な
ら
、
登
場
人
物
を
平
均
的
に
客
観
化
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
表
現
は
可
能
だ
と
い
う
気
は
す
る
。
夏
目

漱
石
の
「
明
暗
』
を
そ
の
成
功
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
が
（
『
明
暗
、
一
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
、
し
か
し
、
本
格
小
説
と
私

小
説
と
を
比
較
し
た
場
合
、
日
本
の
文
学
風
土
で
は
圧
倒
的
に
後
者
の
ほ
う
が
説
得
力
が
あ
る
。
実
質
が
生
ま
れ
る
。
論
理
的
に
い
か

に
否
定
さ
れ
よ
う
と
、
現
在
で
も
優
れ
た
作
品
に
私
小
説
が
多
い
の
は
事
実
な
の
で
あ
る
。
小
島
信
夫
は
こ
の
私
小
説
の
レ
ァ
リ
ー
プ
ィ

を
手
離
さ
ず
、
そ
の
実
質
を
保
持
し
な
が
ら
、
同
時
に
関
係
性
を
も
作
品
に
取
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
個
別
性
と
関

係
性
と
を
一
つ
の
作
品
の
中
で
同
時
に
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
野
心
的
な
試
み
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ほ
ど
困
難
な
課
題

は
な
い
。
主
観
性
と
客
観
性
を
同
時
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
実
験
な
の
だ
か
ら
。

も
と
も
と
小
島
信
夫
は
私
小
説
系
の
資
質
を
持
っ
た
作
家
で
あ
っ
て
、
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
自
己
の
体
験
を
も
と
に
し
て
い
る
し
へ

田
山
花
袋
や
嘉
村
磁
多
な
ど
に
見
ら
れ
る
赤
裸
々
な
告
白
を
大
胆
に
行
な
っ
て
い
る
。
『
抱
擁
家
族
』
で
妻
の
浮
気
を
描
き
、
『
階
段
の

（
Ｍ
）
 

あ
が
り
は
な
』
で
は
「
姉
は
吉
原
か
ら
中
村
の
遊
廓
に
ま
わ
っ
て
き
て
、
そ
こ
で
若
い
足
袋
職
人
に
請
け
出
さ
れ
」
と
書
き
、
ま
←
」

『
自
慢
話
』
や
『
合
掌
』
で
刑
務
所
帰
り
の
弟
の
こ
と
を
出
す
。
こ
れ
は
そ
う
簡
単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
し
て
彼
は
大
学
教
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廻
授
で
も
あ
る
の
で
そ
の
体
面
を
冒
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
伊
藤
蓬
の
分
類
に
よ
る
「
仮
面
紳
士
」
の
定
義
は
諺
彼
の
場
合
、
ま
っ

た
く
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
の
作
家
魂
と
一
一
一
一
□
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
虚
構
で
は
モ
チ
ー
フ
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
私
小
説
の
枠
を
じ
り
じ
り
拡
大
し
て
い
っ
て
、
関
係
性
を
取
り
込
む
形
を
と
る
ほ
か
は
な
い
わ
け
で

あ
る
。
だ
が
そ
の
時
、
「
私
」
の
内
部
が
外
部
の
関
係
の
中
で
表
出
し
き
れ
る
の
か
、
「
私
」
は
圧
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
が
当
然
出
て
く
る
。

小
島
は
一
一
島
』
『
夜
と
昼
の
鎖
』
で
実
験
を
行
な
っ
た
。
『
夜
と
昼
一
の
鎖
』
と
い
う
題
名
は
、
そ
の
ま
ま
「
内
と
外
の
関
係
」
と
い
う

ふ
う
に
読
梁
か
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
明
瞭
に
意
図
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
は
成
功
し
た
と
は
言
え

（
応
）

な
い
。
難
解
で
あ
り
、
晦
渋
で
あ
り
、
人
為
は
一
戸
惑
う
し
か
な
か
っ
た
。
昭
和
三
十
一
年
に
『
内
部
と
外
部
の
現
実
』
と
題
し
て
奥
野

健
男
と
交
し
た
対
談
が
あ
る
。
そ
の
中
で
奥
野
の
「
内
側
っ
て
い
っ
て
も
外
部
が
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
」
と
い
う
発
言
に
対

し
て
、
「
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
小
説
の
中
で
は
外
的
条
件
を
選
ぶ
と
き
に
、
結
局
書
く
と
き
は
外
側
で
書
く
わ

け
な
ん
だ
か
ら
、
そ
の
選
び
方
は
内
部
の
も
の
に
最
も
照
応
す
る
も
の
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
こ

に
不
用
意
な
も
の
が
盛
ん
に
入
っ
て
来
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
内
面
の
風
景
で
は
あ
る
か
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り

、
、
、
Ｌ
、

作
品
が
濁
っ
て
き
て
、
不
必
要
な
か
い
じ
ゅ
う
さ
と
か
わ
か
り
に
く
さ
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
」
と
答
え
て
い

る
。
ま
た
、
「
内
部
の
も
の
を
外
へ
出
す
と
い
う
作
業
が
吹
っ
切
れ
て
な
い
の
で
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。

内
部
を
外
部
に
う
つ
す
と
い
う
手
法
に
し
て
も
、
ほ
ん
と
う
に
よ
く
出
来
て
れ
ば
も
っ
と
わ
か
り
い
い
し
、
ぼ
く
自
身
の
手
法
が
割
れ

、
、
、
、
、

（
砧
）

て
る
た
め
に
余
計
か
い
じ
ゅ
う
に
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
「
自
作
に
つ
い
て
』
と
い
う
ニ
ッ
セ
イ
の
中
で
も
『
夜

と
昼
の
鎖
』
に
触
れ
て
「
私
は
内
Ⅱ
夜
、
外
Ⅱ
昼
と
を
一
応
む
す
び
つ
け
、
そ
の
二
つ
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
か
、
つ
な
が
り
得
る

か
、
書
い
て
承
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
ご
ら
ん
の
通
り
の
有
様
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
身
を
も
っ
て
作
っ
た
優
の
よ
う
で
痛
々
し

い
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
非
常
に
困
難
な
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
ら
の
発
言
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

『
抱
擁
家
族
』
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
十
年
、
『
島
』
発
表
か
ら
十
年
後
、
『
夜
と
昼
の
鎖
』
発
表
か
ら
六
年
後
で
あ
る
。
発
表

当
時
か
ら
世
評
が
高
く
、
第
一
回
谷
崎
潤
一
郎
賞
を
受
賞
し
た
。
こ
の
作
品
も
狙
い
は
同
じ
く
外
部
の
現
実
と
内
部
の
現
実
と
が
渡
り
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合
う
、
生
々
し
い
場
面
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
だ
が
、
し
か
し
技
法
的
に
は
一
歩
退
い
た
地
点
で
書
か
れ
て
い
る
。
前
記
の
奥
野

健
男
と
の
対
談
で
小
島
も
「
ぼ
く
は
家
の
こ
と
を
今
度
書
こ
う
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。
戻
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
が
ね
。
そ
れ
だ
け
に
も

う
少
し
本
質
的
に
中
へ
入
り
込
ん
で
ゆ
こ
う
と
思
っ
て
る
ん
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
後
退
し
た
こ
と
は
本
人
も
認
め
て
い
る
わ
け
だ

が
、
し
か
し
そ
れ
に
は
外
部
に
向
い
過
ぎ
て
い
た
眼
を
内
部
匡
民
す
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
お
り
、
本
質
的
な
と
こ
ろ
へ
踏
み
込
ん

で
い
く
と
は
、
私
小
説
が
持
っ
て
い
る
個
別
性
に
立
ち
返
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
関
係
性
は
「
家
」
の

中
に
限
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
家
」
と
い
う
の
は
社
会
を
一
点
に
集
約
し
て
、
そ
の
時
代
の
シ
ソ
ポ
ル
、
あ
る
い
は
セ
ソ
サ
ー

の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
関
係
性
と
個
別
性
、
外
部
の
現
実
と
内
部
の
現
実
と
を
傘
〈
ラ
ソ
ス
よ
く
捉
え
る
の
に
恰
好
の
場

で
あ
る
。
小
説
の
舞
台
を
「
家
」
と
い
う
狭
い
局
部
に
し
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
小
説
の
成
功
の
原
因
が
あ
っ
た
。
「
家
」
を
プ
リ
ズ

ム
に
し
て
光
を
あ
て
る
と
、
明
瞭
に
映
し
出
さ
れ
る
何
か
が
日
本
の
風
土
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
過
去
、
幾
多
の
傑
作
が
、
こ
の
場

を
舞
台
に
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
開
放
的
に
な
っ
た
戦
後
の
「
家
」
に
は
日
本
の
現
実
が
実
に
乱
雑
に
流
れ
込
ん
で
く
る
。

そ
れ
に
対
処
で
き
ず
に
困
惑
し
、
た
だ
荘
然
と
佇
ん
で
い
る
主
人
公
三
輪
俊
介
は
小
島
信
夫
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
他
多
勢
の
日
本

の
男
た
ち
で
あ
る
。
三
輪
俊
介
は
完
全
に
相
対
化
さ
れ
、
普
遍
的
な
人
物
に
な
り
得
て
い
る
。
彼
に
は
絶
え
ず
妻
の
時
子
や
息
子
の
良

一
、
あ
る
い
は
家
政
婦
の
み
ち
よ
な
ど
の
他
者
の
視
線
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
気
が
か
り
に
な
る
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
客
観
化
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
た
場
合
、
作
者
小
島
信
夫
の
主
観
性
が
ど
れ
ほ
ど

圧
殺
さ
れ
て
い
る
の
か
、
「
私
」
の
表
出
が
ど
れ
ほ
ど
抑
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
そ
の
度
合
で
あ
る
。
怒
り
や
悲
し
み
の
感
情

が
う
ず
巻
い
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
小
説
で
は
結
果
と
し
て
の
行
為
に
よ
っ
て
外
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
て
も
、
内
な
る
も
の
の
直

接
的
表
現
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
当
然
、
作
者
の
中
で
処
理
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
ど
う
処
理
さ
れ
、
ま
た
処
理
さ
れ
ず
に
残

っ
て
い
る
と
し
た
ら
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
、
疑
問
は
そ
一
」
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
。
個
別
性
が
関
係
性
の
中
に
の
み
込
ま
れ
て
い
る
形
の

小
説
、
特
に
そ
れ
が
作
者
の
体
験
を
踏
ま
え
た
私
小
説
で
あ
れ
ば
い
っ
そ
う
問
題
に
な
る
の
が
そ
の
点
で
、
普
通
は
ま
ず
処
理
さ
れ
ず

に
残
る
。
小
島
信
夫
の
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
事
実
、
全
集
に
収
録
さ
れ
た
『
抱
擁
家
族
』
の
「
解
説
を
か

ね
た
《
あ
と
が
き
》
」
の
と
こ
ろ
で
彼
は
「
も
う
こ
れ
以
上
書
く
こ
と
は
何
故
だ
か
私
は
つ
ら
い
」
と
書
い
て
い
る
。
小
説
の
中
で
は
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ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
。

妻
と
の
確
執
は
以
後
の
作
品
に
も
繰
り
返
し
出
て
く
る
。
例
え
ば
『
抱
擁
家
族
』
の
五
年
後
に
発
表
さ
れ
た
『
山
へ
登
る
話
』
と
い

う
小
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
夫
が
妻
に
「
私
の
こ
と
な
ん
か
忘
れ
て
、
静
か
な
清
浄
な
、
山
気
溢
る
る
山
へ
で
も
行
っ
た
ら
い
い
わ
よ
」

と
言
わ
れ
、
息
子
と
そ
の
友
人
と
と
も
に
山
へ
登
る
話
で
あ
る
が
、
設
定
さ
れ
た
時
点
は
、
妻
の
情
事
が
発
覚
し
て
間
も
な
い
頃
と
推

定
で
き
る
。
｝
」
の
小
説
で
は
夫
と
息
子
の
視
点
が
不
規
則
に
．
ハ
ツ
。
〈
シ
と
切
り
代
わ
る
手
法
が
と
ら
れ
て
い
て
、
夫
婦
の
姿
に
息
子
の

眼
が
注
が
れ
、
か
な
り
辛
辣
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
夫
婦
と
屯
ど
も
相
対
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
工

夫
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
一
人
の
争
い
は
『
抱
擁
家
族
』
に
お
い
て
よ
り
も
も
っ
と
生
点
し
く
、
か
な
り
陰
惨
な
印
象

を
与
え
る
。
深
刻
な
危
機
的
状
況
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
な
た
は
あ
ん
な
こ
と
、
下
ら
ん
こ
と
だ
と
思
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。
そ

う
し
て
ち
ゃ
ん
と
し
て
下
さ
ら
な
き
ゃ
、
私
、
と
っ
て
も
堪
ら
な
い
。
き
ち
が
い
に
な
る
」
な
ど
と
妻
の
言
葉
に
は
と
ぼ
け
た
お
か
し

象
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
多
い
の
だ
が
、
し
か
し
「
や
つ
き
に
な
っ
た
父
の
怒
号
が
き
こ
え
、
母
の
悲
鳴
の
よ
う
な
金
切
声
が
つ
づ

い
て
き
こ
え
る
●
父
は
部
屋
を
と
び
出
し
、
息
を
は
ず
ま
せ
て
、
柱
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
か
と
思
う
と
、
『
も
う
一
度
き
く
け
れ
ど

も
な
』
と
い
い
な
が
ら
、
ま
た
部
屋
の
中
へ
と
び
こ
ん
で
い
っ
た
。
」
と
い
う
よ
う
な
個
所
は
、
や
は
り
暗
い
。
。
キ
ュ
ー
の
つ
ら
さ

が
よ
く
出
て
い
る
描
写
で
あ
る
。
そ
し
て
「
山
へ
き
て
、
女
が
目
に
つ
き
、
妻
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
も
う
妻
の
こ
と
を
忘
れ
よ

う
と
は
思
う
ま
い
と
思
っ
た
。
彼
は
立
ち
止
っ
て
、
大
き
な
噛
り
声
を
あ
げ
た
。
」
と
か
「
時
間
を
か
け
る
の
だ
、
と
思
っ
た
。
」
と
い

う
ふ
う
に
夫
は
考
え
る
。
泥
沼
か
ら
の
脱
出
口
を
見
つ
け
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
志
賀
直
哉
の
『
暗
夜
行
路
』
の
主
人
公
時

任
謙
作
が
大
山
へ
登
る
く
だ
り
を
小
島
は
当
然
意
識
し
て
い
る
は
ず
で
、
勿
論
、
志
賀
の
よ
う
な
荘
重
な
感
じ
は
は
ぐ
ら
か
し
て
し
ま

っ
て
、
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
主
人
公
に
救
済
の
方
途
を
見
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
は
変
わ
ら
な
い
。

（
Ⅳ
）
 

実
名
を
出
す
な
ど
の
実
験
で
評
判
の
長
編
小
説
『
別
れ
る
理
由
』
も
《
あ
と
が
き
》
に
「
前
田
、
氷
造
は
一
一
一
輪
俊
介
の
後
身
で
あ
る
」

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
『
抱
擁
家
族
』
の
続
編
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
前
半
で
陸
一
度
目
の
妻
と
の
生
活
が

中
心
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
亡
く
な
っ
た
先
妻
の
こ
と
が
思
い
出
と
し
て
挟
み
込
ま
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
題
名
も
初
め
は
『
別

れ
ら
れ
ぬ
理
由
』
で
あ
っ
た
と
い
う
し
、
意
図
は
浮
気
を
し
た
先
妻
と
な
ぜ
別
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
よ
う
と
し
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仁
作
品
と
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
別
れ
ら
れ
ぬ
理
由
』
が
ど
う
し
た
ら
『
別
れ
る
理
由
』
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
の
も

ど
か
し
い
足
取
り
の
せ
い
で
長
く
な
っ
た
と
作
者
は
《
あ
と
が
き
》
で
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
小
説
は
先
妻
が
情
事
に
の
め
り
込
み
そ

う
に
な
る
直
前
、
ふ
い
に
相
貌
を
変
え
る
。
主
人
公
の
永
造
が
、
あ
る
日
、
勤
務
先
の
大
学
の
研
究
室
で
う
た
た
寝
を
し
て
、
夢
を
見

る
。
そ
の
場
面
は
全
三
巻
の
う
ち
の
二
巻
目
の
途
中
な
の
だ
が
、
そ
れ
ま
で
比
較
的
分
り
や
す
か
っ
た
小
説
が
に
わ
か
に
晦
渋
に
な

り
、
手
法
も
前
衛
的
に
な
る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
急
激
に
変
化
し
た
の
か
。
情
事
と
い
う
個
別
的
な
出
来
事
を
セ
ッ
ク
ス
と
い
う
も
っ
と

普
遍
的
な
、
論
理
的
な
レ
ベ
ル
に
昇
華
さ
せ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
と
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
だ
が
、
素
朴
な
一
読
者
と
し
て

は
、
作
者
が
出
来
事
に
真
正
面
か
ら
対
決
す
る
こ
と
を
避
け
た
た
め
で
は
な
い
か
、
裏
に
は
作
者
の
心
の
う
ず
き
が
隠
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
疑
い
た
く
な
る
。
つ
ま
り
、
普
遍
化
へ
の
努
力
は
、
作
者
の
感
情
を
伝
え
残
す
、
つ
ま
り
閉
ざ
す
、
と
と
も
に
あ
る

種
の
苦
痛
か
ら
作
者
を
解
放
す
る
役
割
も
果
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
普
遍
化
と
作
者
の
心
情
と
の
関
係
は
、
本
来
、
二
律
背
反
を

含
ん
だ
微
妙
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
る
出
来
事
を
普
遍
化
す
る
、
あ
る
い
は
自
己
を
客
観
化
す
る
こ
と
が
、
相
対
的
な
小
説
空
間
を
形
成
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
が
あ
る
種
の
感
情
的
苦
痛
か
ら
作
者
を
解
放
す
る
役
割
を
果
す
と
い
う
意
味
で
は

「
自
慢
話
』
も
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
｝
」
の
小
説
は
刑
務
所
帰
り
の
弟
か
ら
の
電
話
を
会
話
体
で
書
い
た
も
の
だ
が
、
話
し
手
の

こ
ち
ら
側
に
い
る
聞
き
手
と
し
て
の
兄
の
言
葉
は
い
っ
さ
い
な
く
、
た
だ
一
方
的
に
弟
の
お
喋
り
が
つ
づ
く
と
い
う
形
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
全
集
の
「
解
説
を
か
ね
た
《
あ
と
が
き
》
」
で
作
者
自
身
が
「
弟
の
電
話
話
か
ら
兄
の
方
が
浮
ぶ
と
い
う
一
」
と
も
ネ
ラ

（
旧
）

イ
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
弟
の
話
を
と
お
し
て
、
兄
の
立
場
、
状
況
、
気
持
な
ど
も
分
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
弟
か
ら
の
光
を
照
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
兄
が
浮
び
上
っ
て
く
る
仕
組
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
兄
と
弟
を
同

位
置
に
ま
で
相
対
化
し
て
象
せ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
直
接
的
な
兄
の
感
情
表
現
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
手

法
の
問
題
を
無
視
す
れ
ば
、
た
め
ら
い
が
あ
っ
て
出
来
な
か
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
勘
ぐ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
書
き
、

た
い
こ
と
は
書
き
た
い
。
そ
こ
で
、
弟
の
お
喋
り
の
み
に
限
定
し
、
し
か
も
「
刑
務
所
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
は
避
け
て
、
傍
点
つ
き
の
「
あ

、
、

、
、
、

そ
こ
」
と
い
う
表
現
で
通
す
。
も
っ
と
も
「
看
守
」
は
盛
ん
に
出
て
く
る
の
で
「
あ
そ
こ
」
が
ど
一
」
で
あ
る
か
は
分
る
よ
う
に
な
っ
て
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1６ 

「
人
間
を
他
者
の
言
葉
、
他
者
の
意
識
と
の
関
係
に
お
い
て
設
定
す
る
こ
と
が
実
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
全
作
品
を
貫
く
根
本
テ

ー
マ
で
あ
る
。
主
人
公
の
自
分
自
身
と
の
関
係
は
彼
の
ひ
と
と
の
関
係
、
ひ
と
の
彼
と
の
関
係
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
自
己

意
識
は
た
え
ず
自
分
に
つ
い
て
の
ひ
と
の
意
識
を
下
地
と
し
て
自
分
を
感
じ
と
り
、
《
自
分
に
と
っ
て
の
我
》
は
《
ひ
と
に
と
っ
て
の

我
》
を
下
地
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
主
人
公
の
自
分
に
つ
い
て
の
言
葉
は
彼
に
と
っ
て
の
他
者
の
言
葉
の
間
断
な
き
作
用
の
も
と
に

、
９
少

い
る
が
、
と
に
か
く
間
接
的
に
書
く
←
」
と
で
、
兄
で
あ
る
作
者
は
心
情
と
し
て
救
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思

え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
直
接
的
に
自
己
表
現
を
行
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
弟
に
対
す
る
感
情
は
く
す
ぶ
っ
た
ま
ま
残
っ

て
い
た
。
そ
れ
が
一
一
十
年
た
っ
た
後
、
「
合
掌
』
と
い
う
小
説
に
な
っ
て
実
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
『
合
掌
』
は
「
私
」
と
い
う

主
人
公
を
視
点
と
し
た
私
小
説
で
、
『
自
慢
話
』
前
後
の
事
情
が
か
な
り
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
兄
で
あ
る
「
私
」
は
何
度
も
妻
と
一
一

人
で
名
古
屋
ま
で
出
か
け
て
い
き
、
高
利
の
金
融
事
務
所
へ
行
っ
て
、
弟
の
借
金
を
払
っ
て
や
っ
た
り
し
て
い
る
。
『
合
掌
』
と
い
う

題
名
に
も
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
弟
は
間
も
な
く
事
故
が
も
と
で
亡
く
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
弟
に
対
す
る
兄
の
肉
親
の
情
愛
が

ま
こ
と
に
率
直
に
書
か
れ
て
い
て
、
胸
を
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。
二
十
年
の
歳
月
を
必
要
と
し
た
意
味
が
よ
く
分
る
。

小
島
信
夫
の
小
説
は
最
近
、
恐
ら
く
『
別
れ
る
理
由
』
以
降
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
会
話
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
関
係
性
と
個

別
性
の
同
時
表
現
に
は
そ
れ
が
最
も
有
効
な
手
法
で
あ
る
と
い
う
判
断
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
会
話
は
自
己
と
他
者
と
を
同
じ

背
丈
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
相
互
に
反
響
し
融
合
し
て
い
る
う
ち
に
両
者
が
交
換
可
能
な
状
態
に
な
る
。
相
対
的
な
小
説
世
界

を
展
開
す
る
の
に
ま
こ
と
に
重
要
で
、
役
に
立
つ
手
段
な
の
で
あ
る
。
Ｍ
・
・
ハ
フ
チ
ソ
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
論
じ
て
、
彼
を
「
ポ

リ
フ
ォ
ー
ー
ィ
小
説
の
創
造
者
で
あ
る
」
と
断
定
し
、
そ
の
小
説
に
お
け
る
対
話
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

自
己
と
他
者
と
の
関
係
に
対
話
が
い
か
な
る
役
割
を
果
し
て
い
る
か
に
注
目
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
小
島
信
夫
の
会
話
に
寄
せ
る
関

心
も
、
ほ
ぼ
同
じ
思
考
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
自
他
の
対
話
が
常
に
円
滑
に
成
立
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
関
係
を
求
め
て
も
、
意
思
交
換
が
不
可
能
な
場
合
も
あ
る
の
で

る
○ 

（
四
）

つ
く
ら
れ
る
。
」
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1７ 

あ
る
。
そ
の
困
難
性
に
つ
い
て
、
創
作
集
『
ハ
ッ
ピ
ネ
ス
』
の
解
説
で
、
田
中
幸
子
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。

「
ブ
ー
ベ
ー
に
よ
れ
ば
『
真
の
対
話
』
を
、
む
ず
か
し
い
が
大
い
に
や
り
が
い
の
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
は
、
自
己
中
心
で
あ
る
こ

レ
ア
リ
テ
イ

と
に
『
絶
望
」
せ
ず
、
し
か
も
自
我
を
『
除
去
』
し
た
り
、
『
否
定
』
し
た
り
す
る
声
」
と
な
し
に
、
実
在
性
と
の
繁
り
を
新
た
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
『
具
体
性
』
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
対
話
の
単
な
る
対
象
物
に
替
え
て
し
ま
う
こ
と
は
つ
つ
し

ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
彼
は
注
意
し
て
い
る
。
コ
グ
ラ
の
よ
う
な
』
の
語
り
手
は
、
指
物
師
と
対
話
し
よ
う
と
し
て
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ

た
こ
と
を
反
省
し
て
、
『
つ
い
自
分
に
心
を
許
し
た
の
だ
と
思
う
』
と
言
っ
た
と
き
、
本
質
的
に
は
同
じ
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
彼
は

理
由
も
な
し
に
若
い
職
人
が
自
分
の
望
む
よ
う
に
応
え
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
同
時
に
、
そ
の
職
人
の
冷
淡
さ
を
は
や
ぱ
や
と
認
め
て

し
ま
っ
て
も
何
に
も
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
、
彼
に
は
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
自
分
の
意
見
を
他
人
の
意
見
に

ニ
ロ
ス

そ
っ
て
調
整
す
る
こ
と
に
つ
き
ま
と
う
困
難
を
示
す
も
の
だ
。
自
分
自
身
に
執
着
す
る
の
を
や
め
て
、
『
独
白
の
愛
着
』
か
ら
『
対
話

（
卯
）

の
生
活
』
へ
と
移
る
の
に
成
功
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

対
話
は
内
部
と
外
部
と
を
繋
ぐ
カ
ギ
で
あ
る
。
個
別
性
と
関
係
性
と
を
連
結
す
る
カ
ギ
だ
と
言
い
か
え
て
も
い
い
。
し
か
し
、
そ
の

カ
ギ
を
使
っ
た
に
し
て
も
、
意
思
の
交
換
や
自
他
の
融
合
が
そ
う
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
日
常
の
現
実
が
証
明
し
て
い

る
。
私
小
説
の
実
質
を
保
持
し
つ
つ
関
係
性
を
獲
得
す
る
困
難
は
こ
こ
に
も
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
相
対
的
な
小
説
世
界
を
展
開
す
る
場
合
、
そ
れ
は
焦
点
を
し
ぼ
る
の
を
避
け
た
、
敢
て
ツ
ポ
を
は
ず
す
書
き
方
に
な
る
。
論

理
的
、
あ
る
い
は
倫
理
的
な
思
考
が
実
を
結
ぼ
う
と
す
る
、
そ
の
ポ
イ
ソ
ト
の
と
こ
ろ
に
さ
し
か
か
る
と
、
わ
ざ
と
肩
す
か
し
を
く
わ

せ
る
書
き
方
に
な
っ
て
く
る
。
「
絶
対
」
と
い
う
も
の
は
存
在
を
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
眼
の
前
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ

る
の
は
、
と
り
と
め
も
な
く
、
無
限
に
拡
散
し
て
い
く
世
界
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
島
信
夫
が
『
別
れ
る
理
由
』
で
小
説
の
中
に
実

名
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
そ
う
い
う
傾
向
に
対
す
る
一
種
の
抵
抗
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な

「
絶
対
」
の
な
い
相
対
的
世
界
に
耐
え
て
い
け
る
の
か
、
「
関
係
」
が
果
し
て
「
絶
対
」
の
代
わ
り
た
り
得
る
の
か
、
が
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
だ
が
、
勿
論
、
答
え
は
簡
単
に
は
出
そ
う
も
な
い
。
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1８ 

文
学
に
鐙
け
る
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
る
と
な
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
夏
目
漱
石
の
『
明
暗
』
で
あ

、
、

（
皿
）

る
。
「
ぼ
く
ら
の
所
有
す
る
数
多
い
真
の
近
代
小
説
の
一
つ
で
あ
る
」
と
江
藤
淳
が
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
傍
点
を
つ
け
て
強
調
し

て
い
る
近
代
文
学
と
は
、
関
係
性
の
認
識
を
前
提
と
し
た
、
つ
ま
り
市
民
社
会
の
上
に
立
っ
た
文
学
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
漱
石
の

小
説
は
『
明
暗
』
の
前
作
『
道
草
』
か
ら
大
き
く
転
換
し
て
お
り
、
一
言
で
言
え
ば
「
絶
対
の
探
求
」
か
ら
「
相
対
の
定
着
」
へ
と
明

ら
か
に
変
わ
っ
た
。
こ
の
転
換
を
前
進
と
と
る
か
後
退
と
と
る
か
は
論
者
に
よ
っ
て
意
見
が
分
れ
る
が
、
こ
の
晩
年
の
二
作
が
人
間
関

係
を
中
心
と
す
る
相
対
的
世
界
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
江
藤
淳
は
こ
う
述
べ
て
い

る
。

（
理
）

「
『
道
草
』
で
は
じ
め
て
自
己
と
同
一
の
平
面
に
存
在
す
る
人
間
と
し
て
の
他
者
が
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
「
『
明
暗
』
に
描
か
れ

（
幻
）

た
同
一
平
面
上
の
人
間
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
日
常
的
世
界
」
「
『
明
暗
』
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
『
道
草
』
に
描
か
れ
た
そ
れ
よ

（
則
）

り
も
一
層
徹
底
し
た
日
常
的
現
実
の
世
界
で
あ
る
」

ま
た
、
三
好
行
雄
は
『
道
草
』
に
つ
い
て
「
健
一
一
一
の
帰
国
は
関
係
へ
の
回
帰
、
日
常
性
へ
の
帰
還
で
あ
っ
た
。
関
係
を
連
離
し
た

（
麹
）

〈
遠
い
所
〉
か
ら
、
か
れ
を
待
ち
う
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
の
な
か
へ
帰
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
」
「
他
者
と
の
関
係
を
と
り
む
す

（
艶
）

ぶ
こ
と
は
、
ひ
と
が
関
係
性
の
レ
ベ
ル
に
た
ち
つ
づ
け
る
か
ぎ
り
、
他
者
に
よ
る
相
対
化
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
」
と
言
い
、
『
明
暗
』
に

つ
い
て
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
が
『
明
暗
』
の
世
界
に
は
網
の
目
の
よ
う
に
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
漱
石
は
関
係
に
お
い
て
、

人
間
の
生
を
と
ら
え
た
。
作
中
人
物
の
誰
も
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
に
応
じ
た
顔
を
こ
し
ら
え
て
生
き
て
ゆ
く
。
『
明
暗
』
に
描
か
れ
る

（
幻
）

の
は
日
常
的
な
関
係
性
の
地
平
に
閉
じ
ら
れ
た
人
間
た
ち
の
利
害
で
あ
り
、
思
惑
で
あ
り
、
好
悪
で
あ
り
、
感
情
の
波
紋
で
あ
る
。
」

「
生
活
の
細
尭
と
し
た
脈
絡
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
な
が
ら
、
ひ
と
は
日
常
の
現
実
を
生
き
て
ゆ
く
○
漱
石
は
そ
う
し
た
日
常
的
現
実
を

関
係
性
に
還
元
し
て
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
緊
密
な
構
図
と
し
て
描
い
た
の
で
あ
麺
母
と
書
い
て
い
る
。
『
道
草
』
や
『
明
暗
』
の
文
学

的
特
質
は
ま
ず
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
一
一
言
え
よ
う
。

３ 
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1９ 

先
に
関
係
性
の
文
学
と
し
て
小
林
秀
雄
の
「
私
小
説
論
《
一
Ｉ
伊
藤
整
Ｉ
小
島
信
夫
の
系
譜
を
想
定
し
得
る
と
述
べ
て
お
い
た
が
、
あ

る
い
は
こ
の
系
譜
の
ト
ッ
プ
に
は
夏
目
漱
石
を
据
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
漱
石
が
『
道
草
』
や
『
明
暗
』
を
発
表
し
た
の

は
大
正
の
初
め
で
あ
る
か
ら
、
ほ
か
の
三
人
と
は
一
一
十
年
以
上
の
歳
月
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
。
恐
る
べ
き
先
見
性
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
が
、
漱
石
を
加
え
る
な
ら
、
虚
構
に
よ
る
本
格
小
説
を
書
い
た
作
家
の
中
に
な
お
問
題
に
す
べ
き
作
家
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思

え
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
残
し
、
漱
石
を
は
ず
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
で
初
め
て
関
係
性
を
座
標
軸
と
す
る
小
説
を
書
い
た
漱
石
に
対
し
て
は
、
小
島
信
夫
も
十
分
に
意
識
し
て
い
る

し
、
か
な
り
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
『
抱
擁
家
族
』
は
漱
石
に
と
っ
て
の
『
道
草
』
に
相
当
す
る
し
、
『
別
れ
る
理
由
』

は
『
明
暗
』
を
頭
に
置
い
た
も
の
、
と
考
え
て
も
そ
う
間
違
っ
て
は
い
な
い
と
思
う
。
『
抱
擁
家
族
』
に
お
け
る
作
者
の
視
点
は
『
道

草
』
の
視
点
と
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
あ
る
。
人
物
に
対
す
る
光
の
あ
て
方
が
よ
く
似
て
い
る
。
主
人
公
は
と
も
に
大
学
の
教
師
で
、
外
国

へ
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
相
違
す
る
の
は
『
道
草
』
が
過
去
か
ら
押
し
寄
せ
て
く
る
波
に
揺
り
動
か
さ
れ
る
の
に
反
し
て
、
『
抱
擁
家

族
』
は
外
国
か
ら
や
っ
て
き
た
波
に
翻
弄
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
だ
が
、
妻
の
癌
は
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
が
尾
を
引
い
た
も
の
と
と
れ
る
し
、

そ
れ
ら
外
か
ら
脅
か
し
て
く
る
も
の
に
対
し
て
は
内
な
る
家
族
は
ひ
し
と
寄
り
添
い
、
相
抱
く
し
か
な
い
。
そ
こ
は
両
者
同
じ
で
あ

る
。
小
島
は
『
別
れ
る
理
由
』
の
《
あ
と
が
き
》
で
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
あ
の
小
説
（
註
・
『
抱
擁
家
族
』
の
こ
と
）
は
書
き
終
っ
て
、
あ
の
小
説
の
家
族
た
ち
が
、
互
い
に
抱
き
合
う
よ
う
に
し
て
い
る

の
で
、
そ
れ
を
題
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
抱
擁
し
あ
う
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
合
い
の
も
の
だ
っ
た
。

（
中
略
）
私
が
漱
石
の
ノ
ー
ト
を
読
ん
で
い
る
と
、
『
夫
婦
は
あ
い
せ
め
ぎ
合
い
、
外
に
た
い
し
て
は
エ
ム
プ
レ
イ
ス
す
る
。
』
と
い
つ、
、

た
ふ
う
の
箇
所
が
あ
っ
た
。
》
」
の
ノ
ー
ト
は
『
明
暗
』
の
ノ
ー
ト
に
あ
た
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
（
中
略
）
エ
ム
プ
レ
イ
ス
と
は
抱
擁

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
私
は
別
に
漱
石
に
お
も
ね
た
り
、
あ
る
い
は
、
利
用
し
た
り
す
る
気
は
毛
頭
な
い
が
、
私
の
『
抱
擁
家
族
』
の

抱
擁
の
意
味
は
、
こ
の
ノ
ー
ト
に
あ
る
エ
ム
プ
レ
イ
ス
の
意
味
合
い
と
似
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
エ
ム
ブ
レ
イ
ス
は
、
も
ち
ろ
ん

（
麹
）

『
道
草
』
そ
の
他
の
作
ロ
叩
に
も
通
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

漱
石
の
影
響
は
や
は
り
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
『
明
暗
』
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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二
口
で
い
う
と
、
『
明
暗
』
は
津
田
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
も
の
の
分
析
が
し
て
あ
る
が
た
め
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
そ
が
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
、
一
種
の
タ
イ
ク
ッ
さ
が
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
作
者
と
の
距
離
の
お
き
方
か
ら
し
て
、
絶
対
的
な
も
の
が
厳
然
と
ど
こ

か
に
あ
る
か
Ｄ
気
配
が
濃
厚
す
ぎ
る
。
そ
こ
に
一
種
の
ノ
ソ
キ
さ
が
あ
る
か
に
見
え
る
。
絶
対
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
こ

か
高
承
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
愚
劣
さ
の
裏
側
に
、
あ
る
と
す
れ
ば
あ
る
も
の
で
、
し
か
と
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
と
思
え
た

り
、
な
い
と
思
え
た
り
、
忘
れ
て
い
る
と
あ
っ
た
り
、
な
い
、
と
思
い
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
だ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で

（
弧
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
気
持
が
あ
っ
た
。
」

こ
れ
は
か
な
り
痛
烈
な
『
明
暗
』
批
判
で
あ
る
が
、
同
時
に
夏
目
漱
石
と
小
島
信
夫
の
文
学
観
の
相
違
、
ひ
い
て
は
人
間
関
係
に
対

す
る
捉
え
方
の
相
違
が
読
み
と
れ
て
興
味
深
い
。
確
か
に
『
明
暗
』
に
は
作
者
が
相
対
的
な
世
界
を
か
な
り
冷
酷
に
、
あ
る
高
み
か
ら

見
下
し
て
い
る
感
じ
が
あ
る
。
冷
い
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
て
、
人
間
同
士
の
心
理
が
乾
い
た
音
を
た
て
て
触
れ
合
っ
て
い
る
ば
か
り
、

と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
こ
れ
は
エ
ッ
セ
イ
に
表
わ
れ
て
い
る
漱
石
の
暖
か
い
人
間
味
と
は
か
な
り
異
質
で
あ
っ
て
、
事
に
よ
る
と
視

点
の
位
置
に
つ
い
て
計
算
違
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
い
た
く
な
る
程
で
あ
る
。
伊
藤
整
の
消
極
的
な
、
否
定
的
な
姿
勢
と

似
て
い
る
し
、
こ
れ
で
は
嫌
に
な
っ
て
午
後
に
な
る
と
書
画
や
漢
詩
を
書
き
た
く
な
っ
た
と
い
う
の
も
肯
け
る
。
積
極
的
に
人
間
関
係

を
求
め
、
人
間
の
裏
側
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
と
こ
ろ
に
意
味
を
見
出
す
小
島
が
批
判
的
に
な
る
の
も
無
理
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

は
一
つ
に
は
『
明
暗
』
が
虚
構
で
あ
り
、
主
人
公
津
田
が
作
者
漱
石
か
ら
魅
力
的
要
素
を
マ
イ
ナ
ス
し
た
人
物
、
生
活
す
る
と
い
う
最

も
基
本
的
な
部
分
だ
け
で
成
立
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
た
め
に
、
作
者
の
主
観
的
要
素
、
感
情
や
理
想
な
ど
が
削
り
落
さ
れ
て
し
ま
っ

た
た
め
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
、
小
島
の
ほ
う
は
私
小
説
の
実
質
を
手
離
さ
な
い
の
で
、
い
く
ら
相
対
化
さ
れ
よ
う
と
生
身

の
作
者
の
息
づ
か
い
や
肌
の
ぬ
く
も
り
が
作
品
の
中
に
惨
み
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
相
対
的
世
界
を
扱
う
こ
と
の
難
し
さ
が
こ
こ
に
う

か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
一
］
明
暗
』
と
『
別
れ
る
理
由
』
に
は
共
通
し
た
要
素
が
あ
る
。
人
間
関
係
の
あ
り
よ
う
を
示
す
会
話
が
そ
の
魅
力

と
価
値
を
十
分
に
発
揮
し
て
い
る
点
、
そ
れ
が
一
つ
、
次
に
主
人
公
健
三
が
「
世
の
中
に
片
づ
く
な
ん
て
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
や
し

な
い
。
」
と
最
後
の
場
面
で
眩
く
、
そ
ん
な
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
で
終
わ
り
も
始
め
も
な
い
相
対
的
な
世
界
を
描
い
た
作
品
『
道
草
』
や
『
妻
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が
亡
く
な
っ
た
後
に
子
供
た
ち
の
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
『
抱
擁
家
族
』
と
は
次
元
の
違
う
何
か
の
表
現
を
目
指
し
て
い
る
点
が
一
一

番
目
に
あ
げ
ら
れ
る
・
漱
石
は
厳
然
と
し
て
上
、
小
島
は
人
間
の
裏
側
と
い
う
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
相
対
的
世
界
の
彼
方
に
、
抽
象

的
な
普
遍
的
な
何
か
を
追
い
求
め
て
い
る
。
「
相
対
」
の
彼
方
に
「
絶
対
」
を
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
道
草
』
以
前
の
漱
石
も

「
絶
対
」
の
探
求
を
し
て
い
た
。
「
明
治
」
の
原
理
を
求
め
て
き
た
。
価
値
の
転
換
を
し
た
新
時
代
に
対
す
る
怒
り
や
違
和
感
に
根
ざ

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
明
治
」
の
生
の
原
則
を
求
め
て
き
た
。
し
か
し
、
『
道
草
』
を
経
過
し
、
相
対
が
小
説
の
地
平
に
な
っ
た
『
明

暗
』
で
は
、
絶
対
の
追
求
は
以
前
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
で
行
な
わ
れ
た
。
現
実
を
裁
断
す
る
の
で
は
な
く
、
金
的
に
認
め
た
上
で
、

そ
の
向
う
側
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
い
ま
未
完
成
の
『
明
暗
『
一
を
前
に
し
て
は
、
「
絶
対
」
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
形
で
表
現

さ
れ
た
か
は
分
ら
な
い
。
勝
手
に
推
測
す
る
し
か
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
漱
石
は
な
ぜ
『
道
草
』
で
大
き
く
転
換
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
れ
ま
で
エ
ッ
セ
イ
で
は
と
も

か
く
、
小
説
に
お
い
て
は
素
材
と
し
な
か
っ
た
自
己
の
私
生
活
を
姐
上
に
の
せ
て
ま
で
、
い
っ
た
い
何
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
か
。
自

伝
的
な
も
の
を
書
き
た
か
っ
た
気
持
が
先
か
、
そ
れ
と
も
相
対
的
な
世
界
を
描
く
た
め
の
適
当
な
材
料
と
し
て
私
生
活
を
持
っ
て
き
た

の
か
、
恐
ら
く
後
者
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
相
対
」
仁
惹
か
れ
た
の
か
。
こ
れ
は
関
係

性
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
は
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
ポ
イ
ソ
ト
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
く
カ
ギ
に
小
説
『
行
人
』
が
あ
る
。
そ
の

主
人
公
長
野
一
郎
に
つ
い
て
Ｈ
さ
ん
が
述
べ
た
手
紙
の
中
に
次
の
よ
う
な
個
所
が
あ
る
。

二
度
此
境
界
に
入
れ
ば
天
地
も
万
有
も
、
凡
て
の
対
象
と
い
ふ
も
の
が
悉
く
な
く
な
っ
て
、
唯
自
分
丈
が
存
在
す
る
の
だ
と
云
ひ

ま
す
。
さ
う
し
て
其
時
の
自
分
は
有
と
も
無
い
と
も
片
の
付
か
な
い
も
の
だ
と
云
ひ
ま
す
。
即
ち
絶
対
だ
と
云
ひ
ま
す
。
さ
ぅ
し
て
其

絶
対
を
経
験
し
て
ゐ
る
人
が
、
俄
然
と
し
て
半
鐘
の
音
を
聞
く
と
す
る
と
其
半
鐘
の
音
は
即
ち
自
分
だ
と
い
ふ
の
で
す
。
一
一
一
一
口
葉
を
換
へ

て
同
じ
意
味
を
表
は
す
と
、
｜
絶
対
即
相
対
に
な
る
の
だ
と
い
ふ
の
で
す
。
従
っ
て
自
分
以
外
に
物
を
置
き
他
を
作
っ
て
、
苦
し
む
必
要

が
な
く
な
る
し
、
又
苦
し
め
ら
れ
る
掛
念
も
起
ら
な
い
の
だ
と
－
工
ふ
の
で
す
。
」

こ
の
心
境
が
即
ち
「
神
は
自
己
だ
」
「
僕
は
絶
対
だ
」
と
い
う
一
郎
の
言
葉
の
意
味
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
作
者
漱

石
の
観
念
と
重
な
っ
て
い
る
。
エ
ゴ
を
分
析
的
に
追
い
つ
め
た
果
て
に
浮
ん
だ
自
己
救
済
の
願
望
を
表
わ
し
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
だ
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が
、
迄
の
「
絶
対
即
相
対
」
と
い
う
、
ま
る
で
西
田
幾
多
郎
の
用
語
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
性
」
の
よ
ぅ
な
難
解
な
表
現
は
ど
う
解

い
た
ら
い
い
の
か
。
『
道
草
』
執
筆
直
前
の
断
片
の
中
に
こ
う
あ
る
。

「
○
一
度
絶
対
の
境
地
に
達
し
て
、
又
相
対
に
首
を
出
し
た
も
の
は
容
易
に
心
機
一
転
が
出
来
る
。
○
腰
絶
対
の
境
地
に
達
す
る
も

の
は
鰻
心
機
一
転
す
る
事
を
得
。
○
自
由
に
絶
対
の
境
地
に
入
る
も
の
は
自
由
に
心
機
の
一
転
を
得
」

』
」
の
場
合
の
「
絶
対
の
境
地
」
と
い
う
の
は
、
エ
ゴ
追
求
の
果
て
の
絶
対
の
孤
独
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
、
生

の
原
理
と
し
て
の
絶
対
と
は
考
え
に
く
い
。
だ
が
、
漱
石
の
頭
の
中
に
「
孤
独
」
と
「
人
間
関
係
」
と
い
う
対
比
が
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
「
内
」
と
「
外
」
と
の
対
比
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
Ⅲ
両
者
を
自
由
に
出
入
で
き
る
境
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
に
か
く
彼
は
心
機
一
転
を
求
め
て
い
た
。
一
種
の
逆
転
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
前
進
か
後

退
か
。
江
藤
淳
は
後
退
説
で
あ
っ
て
、

「
こ
こ
で
ぼ
く
ら
は
、
「
漱
石
に
於
け
る
自
己
抹
殺
の
願
望
が
、
実
は
自
己
絶
対
化
の
欲
求
と
ま
さ
し
く
同
質
の
（
相
反
す
る
方
向
に

、
、
、
、
、
（
釦
）

向
か
っ
て
は
い
る
が
）
衝
動
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
の
性
質
は
、
皮
肉
に
も
孤
独
の
回
避
に
あ
る
。
」

と
批
判
し
て
い
る
。
一
方
、
前
進
説
を
と
る
人
も
い
る
。
代
表
的
な
の
が
宮
井
一
郎
で
あ
る
ｐ
彼
は
『
道
草
』
の
技
法
に
は
三
重
の

構
造
が
あ
る
点
を
指
摘
し
、
第
一
の
ペ
ソ
は
人
物
た
ち
の
現
象
世
界
の
描
出
、
第
二
の
ペ
ソ
は
健
三
夫
妻
の
内
部
世
界
を
指
向
す
る
も

の
で
、
互
い
に
他
を
否
定
す
る
描
写
？
第
三
の
ペ
ソ
は
否
定
の
統
一
と
し
て
、
作
中
人
物
の
内
部
世
界
を
超
え
た
作
者
の
「
絶
対
の
境

地
」
を
示
す
も
の
と
し
た
上
で
、

「
『
心
』
ま
で
の
作
家
は
、
明
治
と
と
も
に
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
生
き
返
っ
た
作
家
は
、
観
念
弁
証
法
的
な
思
惟
に
よ
る
、
形
而
上

学
的
な
作
家
で
あ
る
。
自
己
矛
盾
の
自
己
否
定
そ
の
否
定
の
否
定
と
い
う
風
に
、
遠
心
的
な
思
惟
方
法
に
よ
っ
て
、
読
者
と
対
話
す
る

「
（
型
）

作
家
で
あ
る
。
か
く
て
完
全
な
近
代
作
家
夏
目
漱
石
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
大
袈
裟
な
言
い
方
は
気
に
な
る
も
の
の
、
『
道
草
』
に
お
け
る
他
者
に
よ
る
相
互
否
定
と
い
う
人
間
関
係
の
基
本

的
図
式
を
強
調
し
て
い
る
の
は
肯
け
る
。
私
も
前
進
と
見
る
考
え
方
に
同
調
し
た
い
。

『
行
人
』
を
書
き
終
わ
っ
た
後
、
漱
石
は
作
品
世
界
と
現
実
と
の
落
差
に
気
が
つ
い
た
に
違
い
な
い
。
『
行
人
』
の
主
人
公
一
郎
の
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孤
独
は
そ
れ
ほ
ど
極
限
の
位
置
に
立
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
位
置
と
自
分
を
取
り
巻
く
日
常
の
相
対
的
世
界
と
の
間
に
は
大
き

な
溝
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
漱
石
は
そ
の
こ
と
に
樗
然
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
虚
構
に
よ
る
本
格
小
説
を
書
く
作
家
に
は
絶

え
ず
つ
き
ま
と
う
危
険
性
で
あ
る
。
強
引
に
溝
を
埋
め
よ
う
と
し
て
、
極
端
な
行
為
に
走
っ
た
作
家
は
何
人
も
い
る
。
漱
石
も
ま
た

溝
を
埋
め
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
、
絶
対
と
相
対
と
の
間
の
溝
を
。
心
機
一
転
と
は
そ
の
時
の
漱
石
の
心
理
を
示
す
言
葉
だ

が
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
積
極
的
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
彼
の
決
意
を
う
か
が
わ
せ
る
。
彼
は
周
囲
を
見
回
し
た
。

そ
こ
に
は
家
庭
が
あ
っ
た
。
妻
が
い
た
。
子
供
が
い
た
。
漱
石
は
そ
こ
で
他
者
を
許
容
す
る
、
自
己
の
中
に
他
者
を
容
れ
る
、
無
私
の

よ
う
で
い
て
、
無
私
で
は
な
い
、
一
種
の
愛
の
よ
う
な
も
の
を
掴
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
者
に
対
す
る
認
識
が
従
来
と
は
は

っ
き
り
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
境
地
が
『
道
草
』
の
視
点
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
宮
井
の
指
摘
し
た
第
三
の
ペ
ソ
に
よ
る
「
絶
対
の

境
地
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
な
る
が
、
そ
れ
は
あ
い
せ
め
ぎ
合
う
夫
婦
を
裁
か
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
る
境
地
で
あ
る
。
『
道

（
鐙
）

草
』
の
作
者
は
、
一
切
の
］
■
の
奇
麗
８
蔑
・
目
を
失
っ
た
人
間
で
あ
っ
た
。
」
と
江
藤
淳
が
言
っ
て
い
る
そ
れ
を
否
定
的
に
で
は
な
く
、
肯

定
的
に
捉
え
れ
ば
そ
の
境
地
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
漱
石
は
そ
れ
を
掴
ん
だ
の
で
、
最
も
相
対
的
な
世
界
で
あ
る
自
分
の
家
庭
や
過
去
を

書
く
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
者
意
識
を
欠
落
し
て
い
る
私
小
説
作
家
と
は
ま
っ
た
く
違
う
「
私
」
が
書
け
る
と
思
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
彼
は
『
こ
こ
ろ
』
で
明
治
と
訣
別
し
た
後
、
『
道
草
』
を
書
い
た
。

も
と
も
と
成
熟
し
た
社
会
人
と
し
て
の
生
活
が
長
い
漱
石
は
、
処
女
作
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
時
に
す
で
に
譜
譲
と
ユ
ー
モ
ア
で

自
己
を
含
め
た
人
間
を
戯
画
化
し
て
象
せ
る
才
能
を
発
揮
し
、
現
実
を
相
対
化
す
る
眼
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
登
場
人
物
は

す
べ
て
他
者
で
あ
る
猫
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
猫
の
眼
は
即
ち
作
者
漱
石
の
眼
で
あ
る
。
金
田
夫
人
を
笑
う
作

者
の
分
身
で
あ
る
苦
沙
弥
は
さ
ら
に
作
者
の
眼
で
あ
る
猫
か
ら
笑
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
笑
い
の
二
重
構
造
に
よ
っ
て
相
対
化
が
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
己
を
冷
静
に
客
観
化
で
き
る
資
質
は
、
小
説
の
中
に
自
己
の
分
身
を
何
人
も
登
場
さ
せ
る
手
法
を
好

ん
だ
と
こ
ろ
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
赤
シ
ャ
ツ
、
『
虞
美
人
草
』
の
小
野
さ
ん
と
甲
野
さ

ん
、
「
｜
一
一
四
郎
』
の
広
田
先
生
、
三
四
郎
、
野
々
宮
宗
八
と
い
う
具
合
に
例
は
い
く
つ
も
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
物
た
ち
に
漱

石
は
自
己
の
要
素
を
分
け
持
た
せ
、
争
わ
せ
た
り
対
立
さ
せ
た
り
も
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
自
己
を
客
観
的
に
分
析
し
、
相
互
に
批
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判
し
あ
い
否
定
し
あ
う
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
ｐ
桶
谷
秀
昭
は
そ
の
点
に

つ
い
て
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。

「
漱
石
は
根
っ
か
ら
の
相
対
主
義
者
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
若
年
か
ら
あ
り
、
反
措
定
提
出
の
名
人
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
漱
石
は
絶

（
鋤
）

対
と
相
対
の
間
に
坊
樫
す
る
人
間
で
あ
っ
た
。
」

し
か
し
、
「
坊
樫
す
る
」
と
い
う
の
は
余
り
適
切
で
は
な
い
。
両
方
の
要
素
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
一
．
道
草
』
以
前
と
以

後
と
で
は
、
相
対
の
占
め
る
比
重
が
違
っ
て
き
た
。
「
絶
対
の
探
求
」
か
ら
「
相
対
の
定
着
」
へ
と
基
本
的
な
方
向
が
逆
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
晩
年
の
漱
石
は
捉
え
き
れ
な
い
し
、
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
文
学
に
お
け
る
関
係
性
に
つ
い

て
考
え
る
場
合
の
重
要
な
カ
ギ
に
も
な
っ
て
く
る
。

註註註註註註註註註註註註註
1３１２１１１０９８７６５４３２１ 

奥
野
健
男
『
小
説
の
な
か
の
人
間
た
ち
Ⅱ
関
係
性
の
文
学
Ⅱ
』
（
築
英
社
）
ご
団

同
右
己
・
局
の
！
』
雪
・

奥
野
健
男
７
間
”
の
構
造
Ⅱ
文
学
に
お
け
る
関
係
素
Ⅱ
』
（
集
英
社
）
己
．
」
韻

同
右
ｐ
】
膣
！
■
韻

柄
谷
行
人
『
陰
職
と
し
て
の
建
築
』
（
識
談
社
）
「
建
築
へ
の
意
志
」
や
瞠
届

九
山
圭
三
郎
「
繊
造
主
義
」
昭
和
弱
年
８
月
型
日
朝
日
新
聞
夕
刊
コ
ラ
ム
「
私
家
版
事
典
」

『
小
島
信
夫
文
学
論
染
』
（
晶
文
社
）
「
自
作
に
つ
い
て
」
ｐ
台
『

柄
谷
行
人
『
陰
嶮
と
し
て
の
建
築
』
（
識
談
社
）
「
小
島
信
夫
論
」
や
』
己

田
中
幸
子
ヌ
ヅ
ピ
ネ
ス
（
小
島
信
夫
・
講
談
社
）
』
解
説
ｐ
曽
房

『
小
島
信
夫
全
集
・
第
６
巻
』
（
講
談
社
）
ロ
・
造
１
９

『
小
島
信
夫
文
学
論
集
』
（
晶
文
社
）
「
中
年
文
学
の
困
難
」
ｐ
Ｅ
ｍ
ｌ
】
急

同
右
「
僕
の
混
乱
」
ｐ
目
⑤

同
右
「
摩
擦
音
の
如
き
グ
ロ
テ
ス
ク
」
己
画
召
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註註註註註註註註註註註註註註註註註註註註註
３４３３３２３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４ 

『
小
島
信
夫
全
集
・
第
５
巻
』
（
講
談
社
）
ｐ
国
圏

『
小
島
信
夫
文
学
論
集
』
（
晶
文
社
）
「
内
部
と
外
部
の
現
実
」
ｐ
ｇ
』

同
右
「
自
作
に
つ
い
て
」
ロ
ム
Ｓ

小
島
信
夫
『
別
れ
る
理
由
。
Ⅲ
』
（
講
談
社
）
ｐ
含
Ｃ

『
小
島
信
夫
全
集
・
第
５
巻
』
（
講
談
社
）
ｐ
旨
』

Ｍ
・
ベ
フ
チ
ソ
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
Ⅱ
創
作
方
法
の
諸
問
題
Ⅱ
』
新
谷
敬
三
郎
・
訳
（
冬
樹
社
）
□
・
画
ｇ

田
中
幸
子
『
ハ
ッ
ピ
ネ
ス
（
小
島
信
夫
・
識
談
社
）
』
解
説
己
・
酉
ｇ
’
四
ｓ

江
藤
淳
『
夏
目
漱
石
』
（
勁
草
薔
房
）
□
・
弓
○

同
右
ロ
】
巴

同
右
ロ
ヨ
ト

同
右
ロ
」
畠

一
・
一
好
行
雄
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑤
夏
目
漱
石
』
（
角
川
譜
店
）
ロ
圏
◎

同
右
ｐ
、
臼

同
右
ロ
唖
ｇ

同
右
ｐ
四
ｓ

小
島
信
夫
『
別
れ
る
理
由
。
Ⅲ
』
（
識
談
社
）
ロ
・
合
』
ｌ
含
噂

『
小
島
信
夫
全
集
・
第
３
巻
』
（
講
談
社
）
ロ
②
巴

江
藤
淳
『
夏
目
漱
石
』
（
勁
草
書
房
）
ロ
］
圏

宮
井
一
郎
『
漱
石
の
世
界
』
（
講
談
社
）
ｐ
】
馬

江
藤
淳
『
夏
目
漱
石
』
（
勁
草
書
房
）
己
．
』
田

桶
谷
秀
昭
『
夏
目
漱
石
論
』
（
河
出
書
房
新
社
）
ロ
・
〕
三
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