
１

正
宗
白
鳥
は
『
中
央
公
論
』
誌
上
で
「
文
藝
時
評
」
の
連
載
を
大
正
十
五
年
一

月
号
よ
り
は
じ
め
る
。「
可
也
り
評
判
が
よ
か
つ
た
」（「
文
壇
的
自
叙
伝
」『
中
央

公
論
』昭
１３
・
２
～
７
）と
自
ら
振
り
返
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
批
判
を
含
む
様
々

な
反
応
を
巻
き
起
こ
し
た
の
が
一
連
の
「
文
藝
時
評
」
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
現

代
日
本
文
学
論
争
史
』
上
巻
と
下
巻
（
平
野
謙
・
小
田
切
秀
雄
・
山
本
健
吉
編
、

未
来
社
、
１
９
５
６
～
１
９
５
７
）
に
は
、
白
鳥
が
関
わ
っ
た
論
争
と
し
て
「
既

成
文
壇
の
内
部
論
争
」（
正
宗
白
鳥
・
永
井
荷
風
・
佐
藤
春
夫
）、「
批
評
方
法
に

関
す
る
論
争
」（
正
宗
白
鳥
・
青
野
季
吉
）、「
思
想
と
実
生
活
論
争
」（
正
宗
白

鳥
・
小
林
秀
雄
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
論
争
は
い
ず
れ
も
大
正
末

期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
白
鳥
が
『
中
央
公
論
』
の
ほ
か
『
文
藝
春
秋
』『
読

売
新
聞
』
な
ど
を
媒
体
と
し
た
、
文
藝
時
評
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
発
表
さ
れ
た

文
章
に
ま
つ
わ
る
形
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

白
鳥
は
「
文
藝
時
評
」
を
は
じ
め
て
以
来
「
自
分
が
明
ら
か
に
文
壇
人
で
あ
る

と
い
ふ
感
じ
」
を
覚
え
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
「
詰
ま
ら
な
い
戦
闘
的
気
分
」

ま
で
も
感
じ
る
に
至
っ
た
と
い
う
（「
文
学
と
宗
教
」
１

『
中
央
公
論
』
大
１５
・

５
）。「
文
壇
人
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
論
争
家
と
し
て
、
山
本
芳
明
が
述
べ
る
よ

う
に
「「
読
み
の
モ
ー
ド
」
に
左
右
さ
れ
る
客
体
か
ら
「
読
み
の
モ
ー
ド
」
を
創

出
す
る
批
評
家
」
２

へ
と
転
身
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

亀
井
秀
雄
は
こ
の
時
期
の
白
鳥
の
評
論
を
論
じ
て
「
い
か
に
か
れ
が
意
識
的
な

文
壇
生
活
者
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
分
る
」
と
し
、
そ
の
批
評
の
根
底
に
あ
る
の
は

「
同
時
代
文
壇
人
と
の
共
生
感
に
貫
か
れ
た
現
場
尊
重
の
実
感
主
義
」
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
「
私
」
の
「
実
感
の
率
直
な
表
白
」
を
特
徴
と
す
る
批
評
、
す
な

正
宗
白
鳥
「
文
藝
時
評
」
に
お
け
る
〈
書
く
こ
と
〉

―
青
野
季
吉
と
の
論
争
を
中
心
に
―
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わ
ち
「
私
批
評
」
を
白
鳥
は
唱
え
て
い
る
が
、
し
か
し
「
私
」
の
「
実
感
の
表
現

が
説
得
力
を
発
揮
し
て
他
人
の
心
を
撃
つ
と
い
う
保
証
は
、
ど
こ
に
も
あ
り
は
し

な
い
」。
そ
れ
を
可
能
と
白
鳥
が
考
え
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
言
論
活
動
と
は

文
壇
に
お
け
る
共
通
了
解
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
３

白
鳥
の
価
値
判
断
の
根
底
に
あ
る
の
は
文
壇
意
識
で
あ
っ
た
、
と

い
う
考
察
は
興
味
深
い
。
し
か
し
亀
井
の
論
に
限
ら
な
い
、
白
鳥
の
評
論
に
つ
い

て
ほ
と
ん
ど
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
疑
念
が
あ
る
。「
か
れ
の
説

く
「
私
批
評
」
と
は
、
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
実
感
の
率
直
な
表
白
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
」
と
亀
井
は
い
う
が
、
し
か
し
白
鳥
そ
の
人
は
果
た
し
て
「
実
感
」

は
「
率
直
」
に
「
表
白
」
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
当
時
か
ら
白
鳥
の
評
論
は
「
決
し
て
時
流
に
ま
き
こ
ま
れ
ず
、
唯
文
学

思
想
上
の
好
尚
概
念
に
囚
は
れ
ず
、
常
に
人
生
に
直
面
し
て
、
率
直
に
独
自
の
見

マ
マ

解
を
仕
い
て
ゐ
る
態
度
は
、
最
も
尊
敬
す
べ
き
点
で
あ
る
」（
無
署
名
「
文
藝
春

秋
」『
文
藝
春
秋
』
大
１５
・
８
）
な
ど
、「
独
自
」
の
「
見
解
」
を
「
率
直
に
」
表

現
し
て
い
る
と
い
う
評
価
が
多
々
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
白
鳥
は
「
私
は
「
評

論
」
な
ど
を
執
筆
し
な
が
ら
、
刻
々
に
自
己
の
心
に
浮
ぶ
思
ひ
を
そ
の
ま
ゝ
に
書

き
流
す
こ
と
の
困
難
に
た
び
〴
〵
気
づ
い
て
ゐ
る
。（
略
）
私
は
今
度
も
時
評
の

筆
を
動
か
し
な
が
ら
、
本
当
の
「
私
評
論
」
の
六
ケ
し
さ
を
つ
く
〴
〵
感
じ
た
」

（「
断
片
語
」『
中
央
公
論
』
大
１５
・
８
）
な
ど
、「
私
」
の
「
思
ひ
」
を
書
く
こ
と

の
困
難
を
し
ば
し
ば
述
べ
て
い
た
こ
と
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

白
鳥
が
「
私
批
評
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は
、「
批
評
方
法
に
関
す
る
論

争
」
と
後
に
名
付
け
ら
れ
た
青
野
季
吉
と
の
論
争
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
論

争
に
つ
い
て
臼
井
吉
見
は
「
既
成
文
学
の
心
境
小
説
」
と
対
応
す
る
「
私
批
評
」

と
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
進
出
」
に
つ
な
が
る
「
社
会
科
学
に
基
づ
く
客
観

批
評
」
と
の
対
立
を
示
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
４

臼
井
の
整
理
を
受
け
て
保
昌

正
夫
は
「
白
鳥
流
の
「
私
批
評
」
は
気
随
な
、
そ
し
て
自
由
な
文
藝
時
評
等
の
在

り
方
に
ひ
ろ
く
影
響
し
た
わ
け
だ
し
（
た
と
え
ば
、
川
端
康
成
の
そ
う
し
た
も
の

な
ど
）、
青
野
の
説
い
た
「
社
会
」
性
に
は
、
さ
ら
に
「
目
的
」
的
、
尖
鋭
的
な

み
が
き
が
か
け
ら
れ
て
行
つ
た
」と
述
べ
て
い
る
。
５

こ
の
よ
う
に
こ
の
論
争
は
、

既
成
文
学
の
書
き
手
に
よ
る
素
朴
な
「
私
」
の
実
感
を
基
に
し
た
批
評
と
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
の
方
法
意
識
に
基
づ
い
た
「
客
観
性
」
を
目
指
す
批
評
と
の
対
立

を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
最
近
の
研
究
で
も
、
例
え
ば
大

澤
聡
は
、
白
鳥
は
青
野
の
「
一
面
性
を
批
判
」
し
、
青
野
は
白
鳥
の
「
主
観
性
や

恣
意
性
を
批
判
」
し
て
い
る
、
と
整
理
し
て
い
る
。
６

一
方
、
文
学
に
お
け
る
「
技

巧
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
白
鳥
が
青
野
に
強
く
主
張
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
を

促
し
て
い
る
の
は
、
兵
藤
正
之
助
で
あ
る
。「
技
巧
」
に
「
没
入
す
る
」
こ
と
に

よ
っ
て
「
死
の
恐
怖
に
抵
抗
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
白
鳥
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と

論
じ
、
当
時
の
白
鳥
の
一
端
を
示
し
て
い
る
の
は
示
唆
に
富
む
。
７

し
か
し
兵
藤

の
論
も
ま
た
、
右
の
「
私
批
評
」
対
「
客
観
批
評
」
と
い
う
図
式
を
出
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
し
て
白
鳥
の
い
わ
ゆ
る
「
私
批
評
」
で
展
開
さ
れ
て
き
た
「
私
」
を

書
く
こ
と
・
認
識
す
る
こ
と
の
困
難
、
と
い
う
問
題
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。

こ
の
論
争
と
、
そ
の
周
辺
で
書
か
れ
た
両
者
の
言
説
を
よ
く
み
れ
ば
以
下
の
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
第
一
に
主
観
性
や
恣
意
性
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
片
方

が
片
方
を
一
方
的
に
論
難
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
双
方
が
双
方
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の
主
観
性
・
恣
意
性
を
批
判
す
る
と
い
う
や
り
取
り
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と

は
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
。
第
二
に
こ
う
し
た
主
観
的
／
客
観
的
な
ど
と

い
っ
た
整
理
か
ら
は
、
あ
る
重
要
な
論
点
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
論
点
と
は
〈
書
く
こ
と
〉
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
技
巧
」

の
重
要
性
に
言
及
し
た
兵
藤
正
之
助
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。２

論
争
の
発
端
は
青
野
季
吉
の
発
表
し
た
「
現
代
文
学
の
十
大
欠
陥
」（『
女
性
』

大
１５
・
５
）
で
あ
っ
た
。
現
代
の
文
学
が
心
境
の
描
写
や
、
都
市
生
活
者
の
享
楽

の
描
写
に
終
始
し
て
い
る
様
相
を
ま
ず
批
判
し
、
そ
し
て
「
世
界
を
い
ろ
〳
〵
に

説
明
し
、
い
ろ
〳
〵
に
描
写
し
、
い
ろ
〳
〵
に
味
へ
る
こ
と
は
現
代
の
文
学
の
よ

く
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
肝
要
な
こ
と
は
、「
世
界
を
変
更
」
す
る
こ
と

で
あ
る
」
と
い
う
主
張
で
と
じ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
世
界
」
を
「
説
明
」
す
る

の
で
は
な
く
「
変
更
」
す
る
こ
と
が
「
肝
要
」
だ
と
い
う
言
い
回
し
は
、
マ
ル
ク

ス
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」
の
言
葉
を
基
に
し
て
お
り
、
青
野

は
同
文
か
ら
受
け
た
影
響
を
「
根
本
的
の
不
満
」（『
文
藝
行
動
』
大
１５
・
３
）
で

記
し
て
い
た
。

こ
の
中
で
以
下
の
よ
う
な
論
点
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。
昨
今
の
文
壇
に
お
い

て
、
例
え
ば
『
新
潮
』
合
評
会
の
よ
う
な
既
成
文
壇
の
集
合
と
も
目
さ
れ
る
よ
う

な
場
で
「
積
極
的
な
問
題
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
「
常
に
作
品
の
技
巧

上
の
巧
拙
」
で
あ
り
「
そ
の
内
容
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
思
想
な
ど
が
、
広
い
立
場

か
ら
論
ぜ
ら
れ
る
や
う
な
こ
と
は
滅
多
に
な
い
」
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
既
成
文

壇
ば
か
り
で
は
な
く
新
感
覚
派
ま
で
を
も
含
め
て
「
工
人
同
志
が
お
互
ひ
に
寄
り

集
つ
て
」、「
お
互
ひ
に
の
み
の
入
れ
方
や
み
が
き
の
か
け
方
を
語
り
合
ふ
と
い
ふ

に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
の
が
「
今
日
の
多
く
の
批
評
」
だ
と
す
る
。
そ
し
て
現
代

の
文
学
は
「
個
人
印
象
的
に
と
ゞ
ま
り
、
無
思
想
的
、
無
苦
悶
的
と
な
り
、
享
楽

的
な
も
の
」
に
終
始
し
、「
そ
れ
以
外
に
変
化
を
求
め
、
新
を
示
す
こ
と
が
」
で

き
ず
、「
老
作
家
」
ま
で
「
引
張
」
出
さ
れ
て
、
た
だ
技
巧
の
巧
拙
だ
け
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
青
野
の
発
言
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
「
思
想
」
に
比
し
て
「
技
巧
」

と
い
う
も
の
を
軽
視
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
両
者
を
完
全
に
別
の
も
の
と
し
て
捉

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
白
鳥
は
以
下
の
よ
う
に
批
判

を
加
え
る
。

現
実
の
人
間
を
生
き
〳
〵
と
表
せ
よ
と
云
ふ
の
な
ら
、
そ
れ
を
現
す
の

が
、
文
学
の
技
巧
で
あ
る
。
氏
自
身
の
嫌
つ
て
ゐ
る
技
巧
で
あ
る
。
絵
に
於

い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
技
巧
が
下
手
だ
と
、
書
い
た
も
の
に
生
命
が

な
い
し
、
技
巧
が
上
手
だ
と
、
書
い
た
も
の
が
生
々
と
し
て
来
る
の
だ
。（
白

鳥
「
批
評
に
つ
い
て
」『
中
央
公
論
』
大
１５
・
６
）

読
者
に
何
ご
と
か
の
反
応
を
生
じ
さ
せ
る
か
否
か
、
そ
の
成
否
を
左
右
す
る
の

は
「
技
巧
」
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
こ
の
問
題
を
軽
視
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
白
鳥
は
自
身
の
創
作
上
の
経
験
に
触
れ
「
文
学
に
筆
を
採
り

は
じ
め
た
頃
か
ら
、
自
分
の
耳
目
に
触
れ
心
に
映
じ
た
人
生
世
相
を
描
き
、
自
分
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の
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を
写
さ
ん
と
し
て
も
、
才
分
と
訓
練
を
欠
い
で
ゐ
る
た
め
、

筆
が
萎
け
て
書
き
了
せ
な
く
つ
て
絶
え
ず
も
ど
か
し
い
思
ひ
を
し
て
ゐ
た
」
と
い

う
こ
と
を
書
き
添
え
て
、
念
を
押
し
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
発
言
を
踏
ま
え
て
青
野
の
文
章
を
読
む
と
、
現
代
の
小
説
が
「
身

辺
印
象
的
」「
個
人
経
験
的
」に
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
を
論
難
し
て
い
る
箇
所
が
、

注
目
さ
れ
る
。

個
人
の
心
境
の
描
写
も
と
よ
り
可
な
り
で
あ
る
。
個
人
の
経
験
、
個
人
の

印
象
も
と
よ
り
結
構
で
あ
る
。
い
な
、
す
べ
て
の
認
識
と
、
す
べ
て
の
考
察

と
が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
明

ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
と
ど
ま
つ
て
居
り
、
そ
こ
に
耽
つ
て

ゐ
た
の
で
は
、
た
ゞ
の
個
人
の
印
象
で
あ
り
、
個
人
の
心
境
で
あ
る
と
い
ふ

に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
何
ほ
ど
の
価
値
が
あ
ら
う
。（
青
野
「
現
代
文
学
の

十
大
欠
陥
」）

個
人
が
す
べ
て
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と
は
「
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
」

だ
が
、「
そ
こ
に
耽
つ
て
ゐ
た
の
で
は
」
何
の
価
値
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
昨
今
の

小
説
は
個
人
の
心
境
・
経
験
・
印
象
が
そ
の
ま
ま
書
か
れ
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な

い
、
と
青
野
は
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
彼
が
見
逃
し
て
い
る
問
題
が
あ
る
。

い
っ
た
い
誰
が
思
っ
た
こ
と
・
経
験
し
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
書
く
こ
と
が
で
き
る

の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
あ
る
人
が
感
じ
た
こ
と
・
考
え
た
こ
と
が
、
多
く

の
現
代
の
小
説
に
は
そ�

の�

ま�

ま�

描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
自
明
視
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
白
鳥
は
、
自
身
の
書
く
こ
と
に
ま
つ
わ
る
「
も
ど
か
し
い

思
ひ
」
に
つ
い
て
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
私
」
を
書
く
こ
と
な
ど
極
め
て
安
易
か
つ
容
易
な
こ
と
だ
と
い
う
の
が
、
青

野
の
述
べ
る
よ
う
な
「
心
境
小
説
」「
私
小
説
」
否
定
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
前
提
は
、
私
小
説
に
日
本
文
学
の
本
道
が
あ
る
と
す
る
久
米
正
雄
や
宇
野
浩

二
ら
と
、
西
洋
の
小
説
を
引
き
合
い
に
し
て
私
小
説
の
矮
小
性
を
批
判
し
た
中
村

武
羅
夫
・
生
田
長
江
ら
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
私
小
説
論
争
」
と
呼

ば
れ
る
論
争
に
横
た
わ
っ
て
い
る
前
提
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
人

の
生
活
」
を
「
如
実
に
表
現
」
す
る
こ
と
は
「
云
い
易
く
し
て
、
実
は
容
易
で
は

な
い
」
と
、
釘
を
刺
し
て
い
る
久
米
正
雄
（「
私
小
説
と
心
境
小
説
」『
文
藝
講
座
』

大
１４
・
２
）
を
例
外
と
し
て
、
例
え
ば
「
自
分
の
こ
と
よ
り
ほ
か
に
は
書
か
な
い

作
家
、
若
し
く
は
書
こ
う
と
し
な
い
作
家
」（
中
村
武
羅
夫
「
本
格
小
説
と
心
境

小
説
と
」『
新
小
説
』
大
１３
・
１
）
と
か
、「
作
者
の
直
接
体
験
を
そ
の
儘
に
描
い

た
も
の
」（
生
田
長
江
「
日
常
生
活
を
偏
重
す
る
悪
傾
向
」『
新
潮
』
大
１３
・
７
）

な
ど
と
い
う
言
い
方
か
ら
分
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
私
」
は
十
全
に
書
き
う
る

の
か
と
い
う
問
題
は
、
お
よ
そ
等
閑
視
さ
れ
た
ま
ま
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
梅
澤
亜
由
美
は
私
小
説
を
め
ぐ
り
、
志
賀
直
哉
「
范
の
犯
罪
」（
大
２
）

な
ど
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
「
作
家
た
ち
は
、
私
小
説
を
書
く
こ
と
、
「
私
」
や

「
事
実
」
を
描
き
だ
す
こ
と
で
、
否
応
な
く
「
事
実
」
や
「
私
」
の
問
題
に
直
面

し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
８

し
か
し
少
な

く
と
も
「
私
小
説
論
争
」
で
は
、「
私
」
を
書
く
こ
と
の
困
難
に
触
れ
て
い
る
久

米
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
部
分
的
な
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
し
、
ま
し
て
や
他

の
論
者
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
っ
た
問
題
へ
の
言
及
は
な
い
。
書
く
と
い
う
行
為

そ
の
も
の
が
度
外
視
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、〈
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
〉〈
ブ
ル

愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
―

第
四
十
一
号

四
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ジ
ョ
ワ
文
学
者
〉
を
問
わ
ず
、
同
時
代
的
な
傾
向
と
し
て
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
白
鳥
は
、
田
山
花
袋（「
作
者
の
心
の
火
」『
時
事
新
報
』大
１５
・

４
・
２９
～
３０
）
ま
で
も
が
「
私
小
説
」
に
「
欠
伸
を
洩
ら
す
や
う
」
な
こ
と
を
い

い
始
め
た
こ
と
に
驚
き
つ
つ
、「
し
か
し
、
私
は
こ
の
頃
に
な
つ
て
、
小
説
で
も

戯
曲
で
も
、
批
評
で
も
、
自
己
発
見
自
己
表
現
の
た
め
の
小
説
で
あ
り
戯
曲
で
あ

り
、
批
評
で
あ
り
、
そ
の
他
の
何
で
も
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
」と
述
べ
て
い
る（「
批

評
に
つ
い
て
」）。「
自
己
」
を
そ
の
ま
ま
書
い
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
と
謗
ら

れ
る
「
心
境
小
説
」「
私
小
説
」
だ
が
、
誰
に
と
っ
て
も
「
自
己
」
は
そ
の
ま
ま

に
は
書
け
ず
、
ま
た
認
識
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
自
己
」
と
は
未
だ

「
発
見
」
さ
れ
る
べ
き
謎
と
し
て
あ
り
続
け
る
と
述
べ
、
同
時
代
的
な
共
通
了
解

に
対
し
苦
言
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

白
鳥
は
青
野
に
対
し
て
「
多
く
の
評
家
が
首
肯
し
さ
う
な
こ
と
が
云
は
れ
て
ゐ

る
」
と
か
「
何
時
の
世
に
も
通
じ
さ
う
な
空
疎
な
批
評
学
」（「
批
評
に
就
い
て
」）

と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
〈
書
く
こ
と
〉〈
知
る
こ
と
〉
と
い
う
具
体
的
な
場

を
捨
象
し
て
、
青
野
が
ほ
と
ん
ど
空
中
戦
の
レ
ベ
ル
で
批
評
的
言
辞
を
連
ね
る
こ

と
に
対
す
る
批
判
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
一
方
青
野
は
「
正
宗
氏
の
論
考
も
「
何

時
の
世
に
も
通
じ
さ
う
な
」
も
の
と
し
て
、
非
難
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
批
評

家
の
実
感
の
現
れ
な
い
批
評
は
、
も
と
よ
り
批
評
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
つ
の
時

代
だ
つ
て
通
用
す
る
言
葉
で
あ
る
」
と
論
駁
し
て
い
る
が
（「
私
の
批
評
に
就
い

て
―
―
正
宗
氏
及
び
諸
家
の
論
難
を
読
む
―
―（
上
）」『
読
売
新
聞
』大
１５
・
６
・

１５
）、
そ
の
「
実
感
」
を
余
す
こ
と
な
く
言
葉
に
す
る
の
は
難
し
い
、
と
い
う
の

が
白
鳥
の
批
判
の
要
点
な
の
で
あ
る
。
亀
井
秀
雄
は
両
者
の
対
立
を
整
理
し
、
白

鳥
は
青
野
の
こ
と
を
「
文
壇
的
共
感
性
」
の
埒
外
に
あ
る
者
、
私
小
説
や
心
境
小

説
に
対
す
る
「
外
在
的
な
批
判
」
者
と
し
て
捉
え
て
い
た
、
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
文
壇
の
擁
護
者
た
る
白
鳥
に
は
、
青
野
が
今
の
文
壇
に
対
し
て
批
判
的
な
意
識

を
抱
く
に
至
る
「
実
感
」
へ
の
「
想
像
力
」
が
欠
如
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
が
、
９

そ
れ
は
一
面
的
に
過
ぎ
る
。
こ
こ
で
白
鳥
は
、
言
葉
や
、
亀
井
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、「
私
」
へ
の
「
厳
密
」
な
「
把
握
」
を
欠
い
た
ま
ま
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

白
鳥
は
、
青
野
の
近
著
『
解
放
の
藝
術
』（
解
放
社
、
大
１５
・
４
）
へ
の
感
想

を
述
べ
た
「
青
野
氏
・
岸
田
氏
・
谷
崎
氏
」（『
中
央
公
論
』
大
１５
・
９
）
で
、「
詩

も
な
く
警
句
も
な
く
、
自�

己�

の�

体�

験�

の�

浸�

み�

出�

た�

と�

こ�

ろ�

も�

な�

い�

」
と
か
、「
私�

の�

如�

く�

長�

い�

間�

迷�

妄�

に�

彷�

徨�

し�

て�

ゐ�

た�

の�

で�

も�

な�

く�

、
ま
た
天
性
藝
術
欲
の
薄
い

ら
し
い
氏
は
、
無
用
の
長
物
で
あ
る
筈
の
文
学
な
ど
に
は
唾
を
引
掛
け
て
、
自
己

の
天
性
に
適
し
た
他
の
方
面
へ
向
つ
た
ら
い
ゝ
や
う
に
思
は
れ
る
」（
傍
点
引
用

者
）
な
ど
、
か
な
り
激
し
い
言
葉
遣
い
で
青
野
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
目
を
引

く
。
こ
の
文
章
の
前
月
に
白
鳥
は
「
古
典
を
読
ん
で
」（『
中
央
公
論
』
大
１５
・
８
）

で
、
多
く
の
評
家
が
「
技
巧
は
ど
う
で
も
い
ゝ
」
と
か
、
技
巧
に
つ
い
て
の
「
苦

心
」
な
ど
「
無
用
」
だ
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
そ
れ
は
「
文
学
そ
の
者
が
無

用
な
長
物
で
あ
る
と
云
つ
て
」
い
る
の
と
等
し
い
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
技
巧
に
一
切
の
注
意
を
払
わ
ず
、「
今
日
の
社
会
の
欠
陥
を
非
難
し
、
あ
る
ひ

は
文
壇
や
劇
壇
の
沈
滞
を
嘲
り
、
あ
る
ひ
は
農
民
藝
術
の
必
要
を
強
説
し
て
、
一

通
り
分
つ
た
顔
を
す
る
程
度
の
論
文
な
ら
、
私
に
だ
つ
て
雑
作
な
く
出
来
る
」
と

ま
で
述
べ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
発
言
を
踏
ま
え
る
と
、
青
野
の
文
学
者
と
し
て
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宗
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鳥
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の
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を
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―

（
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）
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の
資
質
を
問
う
よ
う
な
激
し
い
非
難
の
所
以
が
み
え
て
く
る
。「
自
己
の
体
験
」な

ど
、
具
体
的
な
指
示
対
象
を
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
へ
の
拘
り
が

な
い
な
ら
ば
、「
彷
徨
」
と
呼
ぶ
べ
き
葛
藤
も
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
な
る
ほ
ど
言
論
活
動
な
ど
誰
に
で
も
「
雑
作
な
く
出
来
る
」
も
の
だ
、
と
い

い
た
い
の
で
あ
る
。

青
野
に
よ
る
最
後
の
反
論
文
「
正
宗
氏
の
批
評
に
答
へ
所
懐
を
述
ぶ
」（『
中
央

公
論
』
大
１５
・
１１
、
以
下
「
所
懐
を
述
ぶ
」
と
す
る
）
末
尾
に
「
こ
ゝ
に
書
き
記

し
た
こ
と
は
、
尽
さ
ず
と
雖
も
、
私
の
平
素
の
所
懐
で
あ
る
」
と
あ
る
。「
平
素

の
所
懐
」
を
書
き
終
え
た
と
い
う
青
野
に
「
尽
さ
ず
」
と
い
う
局
面
は
お
そ
ら
く

問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。「
と
雖
も
」
と
書
き
添
え
て
い
る
こ
と
に
、
書
く
こ
と

に
対
す
る
拘
り
の
不
在
が
見
て
と
れ
る
。
結
局
言
葉
（
と
そ
の
機
能
）
を
め
ぐ
る

問
題
に
お
い
て
、
青
野
は
終
始
こ
の
こ
と
を
問
題
点
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

３

蓮
實
重
彦
は
大
正
期
の
文
藝
評
論
に
つ
い
て
「
幾
つ
も
の
「
標
語
」
の
周
辺
を

旋
回
し
続
け
」
る
だ
け
で
「
事
実
の
分
析＝

記
述
へ
と
向
か
う
こ
と
は
ご
く
稀
」

で
あ
り
、
そ
の
結
果「
同
じ
一
つ
の
言
説
の
大
が
か
り
な
反
復
」と
な
っ
て
い
る
、

と
概
括
し
て
い
る
。
１０

白
鳥
の
評
論
は
「
分
析＝

記
述
」
の
困
難
を
言
い
つ
の
っ

て
い
る
と
い
う
点
で
異
色
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
論
点
は
同
時
代
に
お
い

て
も
十
分
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。〈
書
く
こ
と
〉と
い
う
問
題
へ
の
無
関
心
は
、

白
鳥
を
擁
護
す
る
〈
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
学
者
〉
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
青
野
の

白
鳥
へ
の
反
論
文
「
私
の
批
評
に
就
い
て
」
に
対
し
て
は
「
甚
だ
シ
ド
ロ
モ
ド
ロ
、

畢
竟
青
野
も
文
学
青
年
に
他
な
ら
ず
と
思
は
し
め
た
」（
無
署
名
「
不
同
調
」『
不

同
調
』
大
１５
・
８
）
と
か
「
要
す
る
に
青
野
氏
な
ど
の
論
客
に
は
直
接
鑑
賞
批
評

を
さ
せ
て
見
る
に
し
か
な
い
。（
略
）
こ
れ
は
階
級
精
神
に
嵌
ら
な
い
か
ら
駄
目

だ
と
か
い
ふ
十
把
一
束
的
批
評
し
か
出
来
な
い
で
は
な
い
か
」（
堀
木
克
三
「
批

評
壇
を
観
る
」『
太
陽
』
大
１５
・
８
）
な
ど
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
ら
批
判
文
に
お
い
て
も
白
鳥
が
提
起
し
た
問
題
へ
の
言
及
は
一
切
な

い
。た

だ
し
青
野
の
反
論
は
、
言
葉
に
対
す
る
鈍
感
さ
は
否
め
な
い
も
の
の
、
白
鳥

に
と
っ
て
は
重
要
な
問
題
を
孕
ん
だ
論
と
な
っ
て
い
た
。
青
野
は
最
初
の
反
論

で
、
白
鳥
ら
〈
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
学
者
〉
に
顕
著
な
の
は
、
自
己
相
対
化
の
欠
如
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。
白
鳥
が
「
成
心
」、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
色
眼
鏡
を

も
っ
て
し
て
物
事
を
見
、
書
く
の
で
は
な
く
「
人
生
世
相
を
巧
み
に
描
く
こ
と
を

藝
術
の
第
一
歩
と
し
（
略
）
そ
の
真
相
を
書
き
た
い
」（「
批
評
に
つ
い
て
」）
な

ど
、
あ
り
の
ま
ま
に
物
事
を
見
、
書
く
こ
と
を
志
す
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
対
し

青
野
は
、「
正
宗
氏
等
の
「
直
覚
」
や
「
直
接
経
験
」
の
立
場
も
、
自
身
で
は
そ

ん
な
階
級
的
の
立
場
を
超
越
し
て
ゐ
る
や
う
に
考
へ
て
ゐ
て
も
、
実
は
立
派
に
有

産
階
級
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
（「
私
の
批
評
に
就
い
て

正

宗
氏
の
藝
術
上
の
立
場
の
階
級
的
性
質

（
下
）」『
読
売
新
聞
』
大
１５
・
６
・

１７
）。
こ
こ
で
青
野
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
認
識
や
思
考
の
有
限
性
に
つ
い
て

で
あ
る
。「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、「
宗
教
的
心
情
」
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
社
会
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的
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
た
、
彼
が
分
析
す
る
抽
象
的
個
人
が
一
定
の

社
会
形
態
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
、
見
な
い
」（
マ
ル
ク
ス
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」）
１１

と
い
っ
た
発
想
を
、
白
鳥
に
応
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
立
場
か
ら
客
観
的
に
見
て
い
る
と
い
う
の
は
錯
覚
で
あ

る
。
あ
る
人
の
属
す
る
階
級
（
経
済
的
土
台
）
が
そ
の
人
の
物
の
見
方
を
無
意
識

に
規
定
し
て
い
る
の
だ
が
、
白
鳥
は
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
な
ま
ま
言
葉
を
発
し
て

い
る
。
客
観
性
を
装
う
白
鳥
の
物
言
い
や
発
想
と
は
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
立
場
か

ら
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
直
ち
に
相
対
化
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
。

階
級
意
識
に
明
敏
な
「
我
々
」
に
は
、
白
鳥
は
じ
め
既
成
作
家
ら
が
「
己
れ
等
の

み
人
生
世
相
を
つ
か
ん
だ
や
う
な
顔
を
し
て
ゐ
る
の
に
」
対
し
、
有
産
階
級
者
的

な
認
識
の
典
型
が
見
て
取
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

青
野
は
以
降
、
白
鳥
と
の
論
戦
に
お
い
て
こ
の
論
点
を
全
面
に
出
し
て
い
く
。

「
私
批
評
」
を
唱
え
る
白
鳥
の
批
評
だ
が
、
お
か
し
な
こ
と
に
「
一
連
の
人
々
の

年
来
の
批
評
と
符
節
を
合
し
て
ゐ
る
」。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
私
」＝

白
鳥
の
個
性
と
は
「
日
本
の
知
識
階
級
の
意
識
の
一
つ
の
反
映
」
に
過
ぎ
ず
、「
思

想
的
に
言
ふ
な
ら
ば
知
識
階
級
の
自
由
主
義
思
想
の
一
つ
の
現
は
れ
に
外
な
ら
な

い
」（「
所
懐
を
述
ぶ
」）
か
ら
だ
。
個
性
を
う
た
う
者
が
無
自
覚
の
う
ち
に
陥
っ

て
い
る
凡
庸
さ
。
そ
の
人
を
そ
の
人
た
ら
し
め
て
い
る
社
会
的
条
件
に
対
す
る
自

覚
の
欠
如
を
白
鳥
に
突
き
付
け
た
の
だ
。

以
上
の
よ
う
な
、
認
識
の
限
界
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
白
鳥
に
と
っ
て
大
き
な

問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
白
鳥
の
無
知
が
暴
か
れ
た
か

ら
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
や
り
取
り
が
興
味
深
い
の
は
、
実
は
こ
れ

と
近
似
し
た
こ
と
を
白
鳥
は
繰
り
返
し
述
べ
て
来
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
と

同
じ
発
想
に
お
い
て
自
身
が
批
判
さ
れ
た
と
い
う
事
態
が
出
来
し
て
い
る
か
ら

だ
。そ

も
そ
も
『
中
央
公
論
』
に
お
け
る
「
文
藝
時
評
」
連
載
第
一
回
に
、
そ
れ
は

記
さ
れ
て
い
た
。
博
物
館
で
仏
画
を
鑑
賞
し
、
美
術
に
通
じ
た
人
か
ら
「
筆
者
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
れ
は
平
安
朝
の
初
期
の
作
品
で
あ
る
」「
こ
れ
は
筆
力
が

鎌
倉
の
初
期
を
示
し
て
ゐ
る
」
と
い
っ
た
解
説
を
受
け
て
、
何
人
た
り
と
も
「
時

代
」
の
影
響
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
る
。
翻
っ
て
自
分
に
お

い
て
も
「
そ
こ
に
宿
る
思
想
、
そ
こ
に
現
れ
る
文
体
な
ど
が
、
明
治
大
正
の
に
ほ

ひ
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
疑
ふ
の
も
大
正
の
人
ら
し
く
疑

ふ
の
で
あ
る
。信
じ
る
の
も
大
正
の
人
ら
し
く
信
じ
る
の
で
あ
る
」（「
文
藝
雑
感
」

『
中
央
公
論
』
大
１５
・
１
）
と
い
う
自
覚
を
抱
く
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
術
語
が
用

い
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
自
身
の
認
識
の
有
限
性
、
存
在
の
被
拘
束
性
を
述
べ

て
い
る
点
で
は
、
青
野
が
白
鳥
を
論
難
し
た
こ
と
と
同
様
の
発
想
を
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
白
鳥
は
上
の
言
葉
に
続
け
て
「
私
も
幾
分
の
社
会
主
義
的
の
見
方
に
さ

へ
か
ぶ
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
自
身
に
も
時
代
の
思
潮
が
無
意
識
の
う

ち
に
浸
透
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
意
味
で
、
こ

れ
は
冗
談
の
類
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
白
鳥
は
青
野
と
の
論
争
に
お
い
て
、「
社
会
的
の
現
象
な
り
、
現
実
な

り
を
批
判
し
、
考
究
し
て
」
感
得
し
た
「
思
想
」（
青
野
「
現
代
文
学
の
十
大
欠

陥
」）
が
、
本
当
に
「
実
相
」
を
捉
え
て
い
る
の
か
、
誰
が
そ
れ
を
保
証
で
き
る

の
か
、
超
越
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
も
誰
も
超
越
的
に
な
ど
な
れ
は
し
な
い
…
…
と
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反
論
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
。
現
に
論
争
の
最
中
、
青
野
の
『
解
放
の
藝
術
』
を

読
み
「
私
が
十
数
年
お
そ
く
世
に
生
れ
た
な
ら
、
こ
の
論
者
の
や
う
な
意
気
込
み

を
も
つ
て
か
う
い
ふ
評
論
を
書
い
た
で
あ
ら
う
」
と
か
、「
青
野
氏
な
ど
も
徳
川

末
期
に
生
れ
て
ゐ
た
ら
、
鎖
国
討
幕
、
尊
王
攘
夷
に
熱
中
し
た
か
も
知
れ
な
い
」

（「
日
記
抄
（
七
月
二
日
）」『
文
藝
春
秋
』
大
１５
・
８
）
な
ど
、
冷
や
か
し
半
分
で

は
あ
れ
、
青
野
を
は
じ
め
と
し
た
若
い
世
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
熱
を
、「
時
代
」と

い
う
コ
ー
ド
を
用
い
て
相
対
化
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
あ
る
人
の
物

の
見
方
に
は
必
ず
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
が
反
映
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
客
観
的
な、

観
点
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
主
張
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
、
ま
さ
に
そ

、
、

の
人
に
こ
そ
突
き
つ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
当
の
青
野
の
言
説
に
は
、

自
己
相
対
化
と
い
う
観
点
が
全
く
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。

認
識
の
有
限
性
を
前
提
と
し
て
物
事
を
語
る
と
い
う
姿
勢
に
、
そ
の
後
白
鳥
は

こ
だ
わ
り
続
け
、
折
に
触
れ
記
し
て
い
る
。
青
野
も
そ
の
関
心
の
広
さ
に
驚
嘆
し

て
い
た
が
（「
論
争
の
文
壇
を
観
て
（
下
）
」『
読
売
新
聞
』
大
１５
・
１２
・
５
）、
森

戸
辰
男
が
社
会
科
学
を
説
明
し
て
い
る
文
章
（「
闘
争
手
段
と
し
て
の
現
代
教
育
」

『
改
造
』
大
１５
・
８
）
に
ま
で
白
鳥
は
反
応
を
示
す
。
社
会
科
学
的
考
察
を
「
気

象
台
」
の
天
気
予
報
に
喩
え
て
い
る
森
戸
に
対
し
、「
気
象
台
」
の
出
す
予
報
と

社
会
科
学
者
が
出
す
予
想
を
果
た
し
て
同
一
視
し
て
い
い
の
か
、「
社
会
科
学
者

は
、
果
し
て
純
客
観
的
態
度
で
ゐ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
同
じ
予
報
を
出
す
に
当

つ
て
、
そ
こ
に
主
観
の
色
が
少
し
も
加
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
て

い
る
（「
森
戸
氏
の
譬
喩
」『
中
央
公
論
』
大
１５
・
１０
）。

こ
れ
に
対
し
て
大
山
郁
夫
は
や
は
り「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」

を
引
き
つ
つ
、
白
鳥
は
あ
た
か
も
「
超
越
的
立
場
」
か
ら
批
判
を
し
て
い
る
つ
も

り
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
妄
想
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
青
野
が
白
鳥
に
も

の
し
た
批
判
と
、
同
型
の
反
応
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
山
は
、
社

会
科
学
者
に
は
「
自
己
批
判
が
常
に
要
求
さ
れ
て
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、
結
局
は

「
社
会
科
学
の
予
言
は
、
科
学
的
に
正
当
な
方
法
で
行
は
れ
る
限
り
は
、
自
然
科

学
の
予
言
と
同
様
に
、
正
確
で
あ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
（「
社
会
科
学
と
文
壇
の
自
己
隔
離

正
宗
白
鳥
氏
の
森
戸
辰
男

氏
評
を
読
ん
で

」『
中
央
公
論
』
大
１５
・
１１
）。
こ
の
よ
う
に
大
山
に
お
い
て

も
自
己
相
対
化
の
局
面
は
お
よ
そ
看
取
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ

で
白
鳥
の
評
論
を
貫
く
特
殊
な
観
点
、
入
射
角
と
い
う
も
の
が
浮
上
し
て
く
る
の

で
は
な
い
か
。
あ
た
か
も
自
由
自
在
に
、
筆
の
赴
く
ま
ま
に
展
開
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
な
定
評
の
あ
る
白
鳥
の
評
論
だ
が
、
そ
こ
に
底
流
し
て
い
る
の
は
、〈
知

る
こ
と
〉
の
限
界
と
、〈
書
く
こ
と
〉
の
困
難
・
不
可
能
性
と
い
う
問
題
な
の
で

あ
る
。

４

一
連
の
論
争
の
さ
な
か
、
認
識
の
相
対
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
青
野
に
あ

る
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。「
文
藝
批
評
の
立
場
に
就
て
の
若
干
の

考
察
」（『
新
潮
』
大
１５
・
９
）
で
青
野
は
「
所
詮
は
、
各
々
そ
の
立
場
に
立
つ
て

物
を
観
る
よ
り
仕
方
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
も
青
野
は
や
は
り
白
鳥
や
広
津
和
郎
、宇
野
浩
二
ら
の
批
評
に
対
し「
虚

心
坦
懐
的
と
思
ひ
做
し
て
ゐ
る
こ
と
が
、
一
つ
の
幻
想
」
で
し
か
な
い
、
と
い
う

よ
う
に
、
白
鳥
を
中
心
と
し
た
既
成
作
家
に
よ
る
文
藝
評
論
へ
の
批
判
を
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
青
野
は
そ
れ
に
加
え
て
次
の
よ
う
な
言
葉
を
記
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「
私
は
与
へ
ら
れ
た
文
藝
作
品
を
一
つ
の
見
地
か
ら
、
唯
一
の
見
地
か
ら「
批

判
」
す
る
。
す
な
は
ち
階
級
闘
争
の
立
場
か
ら
「
批
判
」
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

青
野
が
取
る
観
点
も
一
つ
の
観
点
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い

る
。
ま
た
一
連
の
既
成
文
壇
と
の
対
立
を
整
理
し
て
「
我
々
を
非
難
す
る
側
と
、

我
々
と
の
違
ひ
は
、
我
々
が
意
識
的
に
、
階
級
闘
争
の
立
場
に
立
つ
て
ゐ
る
と
い

ふ
一
点
に
す
ぎ
な
い
。「
成
心
あ
る
者
」
と
無
い
も
の
、
藝
術
を
解
す
る
も
の
と

解
さ
ぬ
も
の
と
の
違
ひ
で
は
無
い
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
説
明
で
あ
れ

ば
白
鳥
も
納
得
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
奇
し
く
も
こ
の
文
章
と
同
月

に
、
白
鳥
の
青
野
へ
の
再
批
判
が
掲
載
さ
れ
、
青
野
は
も
う
一
度
白
鳥
へ
の
反
論

の
筆
を
執
る
。
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
種
の
後
退
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

青
野
は
最
終
反
論「
所
懐
を
述
ぶ
」に
つ
い
て
後
年「
聊
か
平
静
を
濁
し
た
」「
自

画
像
的
な
素
描
」（「
未
完
成
自
画
像
」『
群
像
』
昭
２５
・
５
）
と
回
顧
し
て
い
る

よ
う
に
、「
自
身
の
過
去
」
に
つ
い
て
多
く
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
文
学

な
ど
に
「
未
練
」
が
ま
し
く
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
か
、
実
際
的
行
動
に
な
ぜ
身
を

投
じ
な
い
の
か
と
い
っ
た
、
白
鳥
が
も
の
し
た
疑
問
へ
の
応
対
と
し
て
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
白
鳥
が
青
野
の
文
学
者
と
し
て
の
素
質
云
々
を
い
っ
た
の
は
、

言
葉
に
対
す
る
鈍
感
さ
を
非
難
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
青
野
は
白
鳥
の
苦

言
を
そ
の
よ
う
に
は
捉
え
ず
、
自
己
と
文
学
と
の
関
係
が
い
か
に
密
接
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
を
語
り
出
す
の
で
あ
る
。

幼
く
し
て
両
親
を
失
い
、
乳
母
は
極
貧
の
中「
自
ら
く
び
れ
」、
妹
も
死
ぬ
。「
封

建
的
中
産
階
級
」
の
「
衰
亡
」
を
身
を
も
っ
て
経
験
し
て
い
る
さ
な
か
、
自
然
主

義
文
学
が
「
恐
ろ
し
い
麻
睡
力
を
も
つ
て
私
に
迫
つ
た
」。
し
か
し
「
社
会
の
経

済
的
機
構
の
研
究
、
社
会
主
義
の
思
想
」
が
彼
を
「
文
学
的
迷
妄
」
か
ら
救
っ
た
。

「
社
会
思
想
の
方
の
考
へ
が
、
多
少
と
も
深
め
ら
れ
て
い
つ
て
、
社
会
の
上
層
建

築
の
実
相
、
そ
れ
に
た
い
す
る
闘
争
の
意
義
を
、
知
つ
て
か
ら
」
再
度
「
文
学
を

問
題
」
と
す
る
よ
う
に
な
り
「
正
宗
氏
を
も
ふ
く
め
て
ブ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ
ー
の
文
学

の
崩
壊
を
早
め
、
新
興
階
級
の
文
学
を
育
て
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
闘
争
を
激
化
」

さ
せ
た
い
、
と
考
え
る
現
在
に
至
る
。
こ
う
し
た
経
緯
を
文
学
の
「
麻
睡
力
」
へ

の
対
抗
、
あ
る
い
は
そ
の
力
を
逆
利
用
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
一
環
と
し
て

文
学
活
動
を
行
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
捉
え
れ
ば
筋
が
通
る
。
し
か
し
青
野

は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
急
い
で
付
け
加
え
る
。

若
し
私
が
、
藝
術
運
動
こ
そ
社
会
を
変
更
す
る
唯
一
の
仕
事
だ
と
い
ふ
如

き
暴
論
を
吐
い
た
な
ら
ば
、
同
志
よ
、
社
会
の
苦
し
め
る
人
々
よ
、
私
の
体

に
石
を
投
げ
よ
。
私
が
果
し
て
、
藝
術
を
論
じ
て
我
事
終
れ
り
と
し
て
ゐ
る

の
で
あ
れ
ば
、
同
志
よ
、
世
の
苦
し
め
る
人
々
よ
、
先
づ
来
つ
て
私
を
鞭
打

て
。「
男
子
一
代
の
事
業
を
文
学
以
外
に
求
め
る
気
は
な
い
か
」
と
正
宗
氏

は
言
ふ
。
私
は
幸
に
し
て
そ
ん
な
個
人
主
義
的
な
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
匂
ひ
の
す

る
気
持
は
抱
け
な
い
の
で
あ
る
。（
青
野
「
所
懐
を
述
ぶ
」）

藝
術
（
文
学
）
運
動
は
政
治
運
動
に
対
し
て
二
義
的
な
も
の
だ
と
明
言
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
や
は
り
、
な
ぜ
二
義
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
文
学
運
動
に
携
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わ
ろ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
結
局
は
招
き
寄
せ
て
し
ま
う
。「
自

然
発
生
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
文
学
に
た
い
し
て
、
目
的
意
識
を
植
え
つ
け
る
」

の
が
現
今
の
文
学
運
動
で
あ
り
、
こ
の
運
動
は
や
が
て
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
階
級
の

全
階
級
的
運
動
に
参
加
す
る
」
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
で
知
ら
れ
る
「
自
然

生
長
と
目
的
意
識
」（『
文
藝
戦
線
』
大
１５
・
９
）
は
、
白
鳥
と
の
論
争
の
さ
な
か

に
書
か
れ
て
い
る
。こ
の
青
野
の
主
張
を
媒
介
に
し
て
、谷
一
が『
文
藝
戦
線
』（
大

１５
・
１０
）
誌
上
で
「
徒
ら
に
藝
術
の
野
に
固
執
し
て
、
自
己
陶
酔
に
陥
」
っ
て
は

な
る
ま
い
と
主
張
し
て
い
る
が
（「
我
国
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
発
展
」）、

こ
う
い
っ
た
「
同
志
」
の
発
言
は
、
当
の
青
野
に
も
直
接
跳
ね
返
っ
て
く
る
。
１２

そ

し
て
谷
ら
の
発
言
は
（
立
場
は
違
え
ど
も
）
白
鳥
が
青
野
に
呈
し
た
、
な
ぜ
文
学

に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
先
の
疑
問
と
図
ら
ず
も
通
底
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
青
野
が
自
身
の
運
動
に
か
け
る
真
剣
さ
、
切
実
さ
を
主
張
す
る
の

は
、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
感
得
し
て
い
る
が
ゆ
え
で
は
な
い
か
。
青
野
は
白

鳥
の
「
藝
術
上
の
虚
名
に
物
欲
し
げ
な
目
」
と
い
っ
た
言
葉
に
怒
り
、「
名
声
に

未
練
が
あ
り
、
虚
名
を
欲
し
く
ば
、
何
を
苦
し
ん
で
、
現
代
に
叛
き
、
現
代
の
組

織
の
中
に
あ
つ
て
、
到
底
勝
利
の
見
込
み
も
な
い
闘
争
を
選
ん
で
、
そ
の
た
め
に

あ
く
せ
く
す
る
の
か
。名
声
や
虚
名
は
、現
代
に
順
応
し
た
仕
事
の
中
に
ご
ろ
〳
〵

し
て
ゐ
る
」
と
述
べ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
物
言
い
こ
そ
「
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
」
と
極
め

て
親
和
的
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
右
の
よ
う
な
行
論
は
、
ほ
と
ん
ど
後
退
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
青

野
に
と
っ
て
白
鳥
と
の
論
争
は
、
自
己
相
対
化
の
契
機
の
一
つ
た
り
え
た
は
ず

だ
っ
た
。
青
野
は
白
鳥
の
発
想
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
下
部
構
造
を
指
し
示
し

た
一
方
、
自
身
の
立
場
も
ま
た
選
択
さ
れ
た
一
つ
の
立
場
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
自
意
識
を
持
つ
に
至
っ
た
。
し
か
し
結
局
は
自
己
相
対
化
と
い
う

観
点
は
後
景
化
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
真
率
さ
・
純
真
さ
を
高
調
し
て
論
争
を
閉

じ
た
の
で
あ
っ
た
。

５

青
野
は
論
争
の
後
、「
島
崎
藤
村
氏
の
『
夜
明
け
前
』
を
論
ず
」（『
新
潮
』
昭

７
・
２
）
で
白
鳥
を
批
判
し
、
藤
村
と
は
違
い
白
鳥
は
「
主
張
者
」「
闘
争
者
」
で

あ
り
、「
時
代
の
転
移
に
直
面
す
る
と
」
た
ち
ま
ち
「
観
察
者
」
で
あ
る
こ
と
に

自
足
で
き
ず
「
焦
燥
を
現
し
」、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
加
担
し
た
と
し
て
も
「
不
自
然

で
も
何
で
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
客
観
性
を
装
っ
た

「
観
察
者
」
と
し
て
白
鳥
を
も
は
や
見
て
お
ら
ず
、「
時
代
の
転
移
」
に
敏
感
な
存

在
と
し
て
白
鳥
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
夜
明
け
前
』
を
論
じ

る
手
つ
き
に
白
鳥
と
の
論
争
が
与
え
た
影
響
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。「
社
会
の

内
的
必
然
」
の
把
握
に
難
が
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
「
藤
村
氏
自
身
の
近
代

人
ら
し
い
自
己
分
裂
」「
自
己
批
判
」
を
見
出
し
、
さ
ら
に
「
そ
の
描
写
の
確
か

さ
に
は
驚
歎
す
る
の
外
は
な
い
」
と
述
べ
る
な
ど
、
白
鳥
に
そ
の
欠
如
を
論
難
さ

れ
た
論
点
を
交
え
つ
つ
、
作
品
の
個
別
性
や
可
能
性
を
す
く
い
出
そ
う
と
し
て
い

る
。
青
野
は
〈
文
学
〉
に
〈
還
っ
て
〉
い
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
論
争
以
降
の
白
鳥
の
評
論
活
動
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。
青

野
と
あ
た
か
も
交
代
す
る
か
の
よ
う
に
、
既
成
の
文
学
に
対
す
る
批
判
者
と
し
て

愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
―
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登
場
し
た
の
は
大
宅
壮
一
だ
っ
た
。「
岡
山
県
の
地
主
正
宗
白
鳥
氏
の
如
き
は
、

も
は
や
如
何
と
も
し
難
き
反
動
作
家
で
あ
る
」（「
文
学
的
自
己
清
算
に
就
て
」

『
文
学
的
戦
術
論
』
中
央
公
論
社
、
昭
５
・
２
）
と
い
っ
た
記
述
も
目
を
引
く
が
、

「
新
潮
合
評
会
」を
指
し
て「
大
工
や
指
物
屋
の
棟
梁
が
集
ま
つ
て
、家
の
部
分
々
々

の
出
来
不
出
来
を
論
ず
る
や
う
な
も
の
で
、
そ
の
作
品
全
体
が
も
つ
て
ゐ
る
社
会

的
、
時
代
的
意
義
に
は
ほ
ど
ん
ど
触
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
つ
た
」（「
多
元
的
文
壇

相
」
前
掲
書
）
と
、
比
喩
ま
で
も
青
野
と
似
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
興
味
深

い
。
１３

さ
ら
に
「
作
家
は
そ
の
対
象
を
単�

に�

「
あ
り
の
ま
ゝ
に
」
描
く
ば�

か�

り�

で�

な�

く�

、
そ
れ
に
何
等
か
の
解
決
を
与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「「
文
学
」
と
「
感

情
」
と
の
関
係
」
前
掲
書
、
傍
点
引
用
者
）
な
ど
、
あ
り
の
ま
ま
に
書
け
る
と
い

う
こ
と
を
前
提
・
自
明
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
青
野
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
白
鳥

は
『
文
学
的
戦
術
論
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
〈
書
く
こ
と
〉
と
い
う
問
題
を
度
外

視
し
つ
つ
な
さ
れ
て
い
る
主
張
に
対
し
、
や
は
り
か
つ
て
の
青
野
に
対
し
て
と
同

様
、
批
判
を
加
え
る
。「
た
と
へ
ば
、
あ
る
画
家
が
大
宅
壮
一
の
肖
像
を
描
い
た

と
す
る
と
、
そ
の
肖
像
を
見
た
者
は
、「
何
を
描
い
た
」
と
思
ふ
と
ゝ
も
に
、
そ

れ
が
上
手
に
書
け
て
ゐ
る
か
ゐ
な
い
か
な
ど
、「
如
何
に
描
か
れ
た
」
か
の
批
判

が
、
直
ぐ
に
」
浮
か
ぶ
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
「
内
容
と
技
巧
は
互
ひ
に
離
し
が

た
き
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
度
外
視
し
て
両
者
を
意
識
的
・
操
作
的
に
分
け
よ

う
な
ど
と
考
え
る
の
は
、
机
上
の
空
論
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（「
大
宅

壮
一
そ
の
他
」『
中
央
公
論
』
昭
５
・
４
）
。

あ
る
い
は
『
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
傑
作
選
集
』（
日
本
評
論
社
、
昭
５
・
１
）
所

収
の
小
林
多
喜
二
「
不
在
地
主
」
を
評
し
て
白
鳥
は
「
上
べ
の
事
件
だ
け
で
、
農

民
の
人
生
苦
が
底
か
ら
染
み
出
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
す
べ
て
上
つ
調
子
で
あ

る
。
私
は
読
み
な
が
ら
、
現
実
の
記
録
と
さ
へ
思
は
れ
な
か
つ
た
」
と
酷
評
し
て

い
る
。
そ
し
て
付
け
加
え
て
「
写
実
と
い
ふ
も
の
は
、
た
や
す
い
や
う
で
六
ケ
し

い
も
の
で
あ
る
。『
不
在
地
主
』
そ
の
他
の
最
新
の
文
学
だ
つ
て
、
作
者
の
見
る

目
が
正
確
で
あ
り
、
作
者
の
筆
に
狂
ひ
が
な
か
つ
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
自
分
自

身
の
日
常
生
活
を
描
い
て
さ
へ
、
真
を
極
め
る
こ
と
は
、
容
易
で
な
い
の
だ
。
時

代
や
他
人
の
実
相
が
さ
う
無
雑
作
に
書
け
て
た
ま
る
も
の
か
」
と
述
べ
て
い
る

（「『
赤
穂
浪
士
』
そ
の
他
」『
中
央
公
論
』
昭
５
・
３
）。
そ
の
批
判
の
当
否
は
置

く
と
し
て
も
、
１４

こ
こ
で
も
〈
書
く
こ
と
〉〈
知
る
こ
と
〉
の
困
難
と
い
う
観
点
に

お
い
て
論
評
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

よ
く
引
か
れ
る
言
葉
だ
が
「
私
の
文
学
は
才
気
や
感
興
に
よ
つ
て
生
れ
る
の
で

は
な
く
つ
て
、
す
べ
て
努
力
に
よ
つ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
石
や
土
を
運
ん
で
ゐ

る
労
働
者
の
如
く
文
字
を
運
ん
で
ゐ
る
労
働
者
で
あ
る
」
と
白
鳥
は
述
べ
て
い
た

（「
私
の
文
学
修
業
」『
夕
刊
時
事
新
報
』
大
１３
・
９
・
６
～
１４
）。
労
働
を
描
く
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
が
、
書
く
と
い
う
自
ら
の
「
労
働
」
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い

る
様
相
は
、
白
鳥
に
は
滑
稽
な
も
の
に
映
っ
た
の
だ
ろ
う
。
１５

あ
る
い
は
、
書
く

こ
と
に
苦
心
し
「
努
力
」
を
続
け
て
来
た
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
と
引
き
比
べ
、
そ
の

〈
書
く
こ
と
〉
に
対
す
る
あ
ま
り
の
屈
託
の
な
さ
に
、
怒
り
す
ら
覚
え
た
の
で
は

な
い
か
。
白
鳥
は
こ
れ
ま
で
の
文
学
史
を
振
り
返
り
「
自
然
主
義
文
学
の
「
迫
真
」

に
し
て
も
、
い
か
ば
り
か
真
に
迫
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
？
」
と
疑
問
を
呈
し
、

あ
り
の
ま
ま
な
描
写
を
志
し
て
き
た
自
然
主
義
文
学
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。

自
身
も
「
偶
然
自
然
主
義
の
勃
興
期
に
遭
遇
」
し
た
の
で
「
専
念
一
意
、
人
間
の
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真
実
を
文
字
に
よ
つ
て
現
し
た
つ
も
り
で
あ
つ
た
が
、
私
の
摘
抉
し
た
真
実
な
ん

か
、
生
や
さ
し
い
平
凡
な
も
の
で
あ
つ
た
と
、
今
思
つ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る

（「
雑
文
集
」『
中
央
公
論
』
昭
３
・
１
）。
明
治
四
十
年
代
、
自
然
主
義
全
盛
期
に

お
い
て
白
鳥
は
あ
り
の
ま
ま
に
書
く
こ
と
を
志
し
た
が
、
そ
の
不
可
能
性
に
逢
着

し
「
私
な
ど
は
現
実
に
対
し
て
書
く
と
云
ふ
点
か
ら
、
全
く
絶
望
し
て
し
ま
ふ
。

ほ
ん
た
う
に
書
か
う
と
思
つ
て
見
る
と
人
生
の
真
相
は
何
が
何
や
ら
少
し
も
分
ら

な
い
」（「
藝
術
上
の
懐
疑
」『
早
稲
田
文
学
』明
４４
・
２
）な
ど
、〈
書
く
こ
と
〉〈
知

る
こ
と
〉
に
対
す
る
疑
念
を
執
拗
に
語
っ
て
い
た
。
大
正
十
五
年
に
お
い
て
も
、

青
野
と
の
論
争
を
終
え
た
白
鳥
は
「
私
自
身
は
、
時
と
し
て
自
分
の
平
凡
な
体
験

を
作
品
の
う
ち
に
現
さ
う
と
し
て
さ
へ
、
思
ふ
や
う
に
現
し
得
ら
れ
な
い
憾
み
を

何
時
も
感
じ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
即
座
に
「
文
学
と
い
ふ
も
の
は

本
来
さ
う
云
ふ
も
の
で
、
現
実
に
対
し
て
は
畢
竟
、「
絵
そ
ら
言
」
た
る
に
過
ぎ

ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」（「
わ
が
文
学
小
観
」『
中
央
公
論
』
大
１５
・
１２
）
と
い

う
言
葉
が
続
く
。「
文
藝
時
評
」
に
お
け
る
〈
書
け
な
い
〉〈
知
り
え
な
い
〉
と
い

う
言
明
は
、
単
に
自
身
が
至
っ
た
不
可
能
性
の
認
識
を
述
べ
て
い
る
だ
け
な
の
で

は
な
い
。
で
は
一
体
誰
が
書
け
る
の
か
・
知
り
う
る
の
か
と
い
う
反
語
が
含
意
さ

れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
白
鳥
の
一
連
の
発
言
と
は
、
自
然
主
義
全
盛
期
に

遭
遇
し
た
問
題
―
―
書
く
こ
と
・
知
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
め
ぐ
る
問
題
―
―

が
、
軽
視
・
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
で
も
あ
る
。
そ
れ

が
「
戦
闘
的
気
分
」
の
幾
分
か
を
構
成
し
、
白
鳥
を
論
争
家
た
ら
し
め
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
点
は
敗
戦
後
も
、〈
書
く
こ
と
〉
に
苦
心
し
た

自
然
主
義
作
家
を
描
く
こ
と
で
、「
上
辷
り
」
し
た
小
説
が
大
量
に
流
通
し
て
い

る
様
を
暗
に
批
判
し
て
い
る『
自
然
主
義
盛
衰
史
』（
六
興
出
版
部
、
昭
２３
・
１１
）

な
ど
の
評
論
に
ま
で
持
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注１

『
中
央
公
論
』
で
は
「
文
藝
時
評
」
と
い
う
題
目
の
も
と
、
小
見
出
し
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
節
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
が
大
半
で
あ

る
。
以
下
、
小
見
出
し
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
題
目
か
ら
「
文
藝
時
評
」

と
い
う
言
葉
を
省
略
し
て
示
す
。

２

山
本
芳
明
「
正
宗
白
鳥
と
〈
私
小
説
〉
言
説
の
生
成

〈
出
来
事
〉
と
し

て
の
「
人
生
の
幸
福
」

」（『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
５２
、

２
０
０
６
・
３
）

３

亀
井
秀
雄
「
自
己
表
現
と
し
て
の
批
評
」（『
岩
波
講
座
文
学
９

表
現
の
方

法
６

研
究
と
批
評

上
』
岩
波
書
店
、
１
９
７
６
）

４

臼
井
吉
見
「
近
代
文
学
論
争

１１
」（『
文
学
界
』
１
９
５
５
・
１
）

５

保
昌
正
夫
「
批
評
方
法
に
関
す
る
論
争
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
１
９
６
１
・
７
）

６

大
澤
聡『
批
評
メ
デ
ィ
ア
論

戦
前
期
日
本
の
論
壇
と
文
壇
』（
岩
波
書
店
、

２
０
１
５
）

７

兵
藤
正
之
助
『
正
宗
白
鳥
論
』（
勁
草
書
房
、
１
９
６
８
）

８

梅
澤
亜
由
美
『
私
小
説
の
技
法

「
私
」
語
り
の
百
年
史
』（
勉
誠
出
版
、

２
０
１
２
）

９

亀
井
秀
雄
、
注
３
と
同
。

愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
―

第
四
十
一
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１０

蓮
實
重
彦
「「
大
正
的
」
言
説
と
批
評
」（
柄
谷
行
人
編
『
近
代
日
本
の
批
評

３

明
治
・
大
正
篇
』
講
談
社
文
藝
文
庫
、
１
９
９
８
）

１１

引
用
は
廣
松
渉
編
訳
、
小
林
昌
人
補
訳
『
新
編
輯
版

ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
』（
岩
波
文
庫
、
２
０
０
２
）
に
よ
る
。

１２

平
野
謙
は
「
谷
一
ら
若
き
福
本
イ
ス
ト
の
眼
に
は
、
青
野
季
吉
ら
が
「
ブ
ル

ジ
ヨ
ア
文
壇
へ
の
投
降
者
」
の
よ
う
に
み
え
て
し
か
た
が
な
か
つ
た
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
（「
昭
和
」『
現
代
日
本
文
学
全
集
別
巻
１

現
代
日
本

文
学
史
』
筑
摩
書
房
、
１
９
５
９
）。

１３

大
澤
聡
は
、
青
野
が
後
に
は
大
宅
の
こ
と
を
「
桟
敷
を
か
へ
て
、
野
次
つ
た

り
「
監
視
」
し
た
り
し
て
ゐ
る
や
う
な
、「
局
外
者
」
的
な
態
度
を
執
つ
て

ゐ
る
」（「
文
壇
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ス
ト
論
」『
日
本
評
論
』
昭
１１
・
２
）
と
非
難

し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
に
文
壇
「
参
入
の
反
転
現
象
」
が
み
て
取

れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
注
６
と
同
。

１４

例
え
ば
島
村
輝
は
、「
不
在
地
主
」
の
題
辞
に
あ
る
よ
う
に
「
読
者
対
象
を

「
小
作
人
」「
貧
農
」と
い
っ
た
農
民
に
初
め
か
ら
限
定
し
て
し
ま
え
ば
、「
如

何
に
惨
め
な
生
活
を
し
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
描
く
こ
と
は
、
問
題
に

な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
の
小
説
は
「
従
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小

説
の
方
法
か
ら
大
胆
に
逸
脱
し
た
「
図
式
」
化
、「
類
型
」
化
」
の
採
用
に

よ
り
「
ヒ
ト
と
モ
ノ
」
と
が
「
記
号
」
と
し
て
「
価
値
に
差
異
」
が
な
い
と

い
う
こ
と
を
示
し
、「
別
の
レ
ベ
ル
の
も
う
一
つ
の
「
現
実
」
を
構
築
」
し

て
い
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
（『
臨
界
の
近
代
日
本
文
学
』

世
織
書
房
、
１
９
９
９
）。

１５

白
鳥
は
「
堂
々
た
る
マ
ル
ク
ス
学
の
大
家
で
も
、
資
本
力
の
強
い
書
店
に
は

引
き
摺
り
廻
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（「
文
藝
時
論

新
作
家
と
し
て
の
準
備
」

『
中
央
公
論
』
昭
３
・
１１
）
な
ど
、
出
版
資
本
に
対
し
て
は
知
識
人
、
文
学

者
も
「
微
々
た
る
」
労
働
者
で
し
か
な
く
、
反
資
本
主
義
を
う
た
う
人
々
も

な
ぜ
か
そ
の
こ
と
を
閑
却
し
て
い
る
、
と
し
ば
し
ば
述
べ
て
い
る
。
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正
宗
白
鳥
「
文
藝
時
評
」
に
お
け
る
〈
書
く
こ
と
〉
―
青
野
季
吉
と
の
論
争
を
中
心
に
―

（
吉
田
竜
也
）
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