
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
に
お
け
る
鴎
外
と
忍
月

小

倉

斉

序

　
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
　
（
『
志
が
ら
み
草
紙
』
明
2
3
・
1
）
は
、
坪
内
迫
遙
の
「
明
治
廿
二
年
文
学
上
の
出
来
事
月
表
」

（
『
読
売
新
聞
』
明
2
3
・
1
・
1
3
）
、
「
明
治
廿
二
年
文
学
界
（
纐
搬
小
）
の
風
潮
」
（
『
読
売
新
聞
』
明
2
3
・
1
・
1
4
～
1
5
）
、
　
「
明
治
廿
二

年
の
著
作
家
」
　
（
『
読
売
新
聞
』
明
2
3
・
1
・
1
5
）
な
ど
の
向
こ
う
を
張
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
二
年
一
年
間
に
お

け
る
批
評
家
達
の
活
動
に
つ
い
て
論
じ
尽
く
そ
う
と
し
た
こ
の
論
は
、
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
（
『
志
が
ら
み
草
紙
』
明
2
2
・
1
1
）

よ
り
更
に
相
対
的
色
彩
が
濃
厚
に
な
っ
て
お
り
、
扱
う
問
題
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
せ
い
か
、
全
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
に
は

欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
鴎
外
の
主
張
を
整
理
す
る
こ
と
は
か
な
り
む
ず
か
し
い
。
た
だ
、
大
ま
か
に
論
点
を
整
理
し
て
み
れ
ば
、
「
理

想
派
」
と
「
実
際
派
」
の
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
、
「
勧
善
懲
悪
」
を
め
ぐ
る
問
題
の
二
つ
が
、
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
石
橋
忍
月
と

内
田
不
知
庵
を
前
者
の
観
点
で
、
依
田
学
海
と
坪
内
遣
遙
を
後
者
の
観
点
で
批
評
し
て
い
る
の
だ
が
、
と
り
わ
け
、
忍
月
と
遣
遙
に
対
す

る
評
言
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
特
に
、
忍
月
に
つ
い
て
の
批
評
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
こ
か
ら
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
鴎
外
の

文
学
観
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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鴎
外
は
ま
ず
、
忍
月
の
「
詩
歌
の
精
神
及
び
余
情
」
（
『
国
民
之
友
』
6
9
号
、
明
2
3
・
1
・
3
）
と
不
知
庵
の
「
詩
文
の
感
応
」
（
『
国

民
之
友
』
5
5
号
、
明
2
2
・
7
・
2
）
、
　
「
文
学
の
粉
飾
」
（
『
国
民
之
友
』
6
6
号
、
明
2
2
・
1
0
・
2
2
）
の
三
篇
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
イ
セ
レ
ロ
ハ
ル
モ
ニ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ネ
レ
ロ
ハ
ル
モ
ニ
　

　
忍
月
の
所
論
の
大
意
は
、
詩
歌
に
お
い
て
そ
の
詩
の
美
を
な
す
も
の
に
「
格
調
（
外
部
の
調
和
）
」
と
「
精
神
（
内
部
の
調
和
）
」
の

二
要
素
が
あ
り
、
　
「
詩
人
は
外
部
の
調
和
即
ち
格
調
を
忽
せ
に
す
べ
か
ら
ざ
る
は
勿
論
な
り
と
雄
も
、
主
と
し
て
意
を
注
ぐ
べ
き
は
内
部

の
調
和
即
ち
精
神
に
在
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
忍
月
の
論
の
主
眼
は
、
　
「
精
神
の
妙
」
は
詩
の
「
余
情
」
に
あ
り
、

こ
の
言
外
の
情
が
強
く
読
者
に
訴
え
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
詩
の
カ
が
存
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
精

神
」
と
「
余
情
」
と
を
、
い
か
に
し
て
完
成
し
た
形
と
し
て
の
詩
の
中
に
表
現
す
る
か
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
忍
月
は
、
ゲ
ー
テ
、

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、
リ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
、
杜
甫
、
李
白
、
芭
蕉
、
加
賀
千
代
女
、
正
徹
等
の
作
品
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
　
「
此
精
神
と
余
情
と

　
ゲ
ダ
ン
ケ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
フ
ユ
ル

は
、
考
察
を
徹
透
せ
し
め
感
情
を
昇
進
せ
し
め
初
め
て
之
を
得
べ
し
」
と
か
、
　
「
思
ふ
に
詩
歌
の
要
は
比
喩
借
言
の
間
に
考
察
と
感
情
を

唯
一
の
形
象
に
収
合
す
る
に
在
る
の
み
」
と
い
っ
た
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

　
不
知
庵
は
「
詩
文
の
感
応
」
で
、
「
詩
文
の
主
た
る
も
の
二
あ
り
、
一
を
風
姿
と
云
ひ
一
を
風
情
と
云
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
使
わ
れ
た
「
風
姿
」
　
「
風
情
」
と
い
う
用
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
忍
月
の
「
格
調
」
　
「
精
神
」
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
　
「
詩
文
の
感
応
は
文
字

に
あ
ら
ず
し
て
風
情
に
あ
り
殊
に
気
あ
る
を
も
て
貴
し
と
す
る
」
と
か
「
詩
文
の
感
応
は
専
ら
風
情
に
あ
り
て
風
姿
に
あ
ら
ず
」
と
い
っ

た
記
述
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
不
知
庵
が
詩
文
の
「
感
応
」
の
力
を
外
形
美
で
な
く
、
む
し
ろ
想
に
委
ね
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
姿
勢
は
、
　
「
文
学
の
粉
飾
」
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
お
り
、
　
「
風
姿
と
風
情
は
元
よ
り
両
立
し
て
離
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
れ



ど
風
姿
を
先
に
す
れ
ば
終
に
は
粧
飾
に
失
し
易
く
、
粧
飾
に
失
す
れ
ば
浮
華
虚
文
と
な
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
忍
月
、
不
知
庵
両
者
の
論
説
は
、
も
っ
ぱ
ら
文
芸
に
お
け
る
形
式
と
内
実
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
鴎
外
の
評
言
は
、

そ
う
し
た
原
理
的
な
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
不
知
庵
は
分
明
に
理
想
派
の
旗
色
を
表
は
し
た
れ
ど
忍
月
居
士
は
理
想
派
と
も
実
際
派
と
も
つ
か
ず
、
こ
れ
を
不
知
庵
に
比
す
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ア
ン
タ
ジ
　

　
　
多
少
、
実
際
派
の
方
へ
傾
き
た
り
と
見
ゆ
而
れ
ど
も
忍
月
が
散
布
を
捨
て
s
収
合
を
取
り
又
た
収
合
の
能
を
空
想
に
帰
す
る
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
ン
ピ
ル
ヅ
ン
グ
ス
セ
ク
ラ
フ
ト

　
　
れ
ぱ
彼
ハ
決
し
て
自
然
派
の
詩
家
の
如
く
直
ち
に
想
像
力
の
採
得
た
る
も
の
を
詩
と
な
さ
ず
、
彼
は
更
に
空
想
の
之
に
想
を
添
ふ

　
　
る
こ
と
を
要
す
る
如
し
是
又
た
理
想
派
に
取
る
所
あ
る
に
あ
ら
ず
や
要
す
る
に
二
家
は
極
端
実
際
派
、
即
ち
自
然
派
の
詩
法
を
奉
ず

　
　
る
も
の
に
あ
ら
ず

　
こ
の
評
言
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
実
際
派
」
　
「
理
想
派
」
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
、
忍
月
、
不
知
庵
両

者
の
文
学
的
立
場
を
裁
断
す
る
こ
と
に
終
始
す
る
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
文
芸
に
お
け
る
形
式
と
内
実
に
つ
い
て
鴎
外
自
身
の
見
解
を

示
し
、
そ
れ
に
よ
り
つ
つ
批
評
を
展
開
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
小
堀
桂
一
郎
氏
は
こ
こ
に
、
　
「
鴎
外
が
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
に
借
り
た
、
理
想
、
実
際
二
派
の
図
式
を
通
じ
て
物
を
見
る
視
点
が
す
で
に
硬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

化
し
、
評
壇
の
教
師
を
以
て
任
ず
る
鴎
外
自
身
の
批
評
眼
を
不
毛
に
し
て
い
る
と
い
う
皮
肉
」
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鴎
外
の
文

脈
に
は
、
彼
は
案
外
意
図
的
に
、
「
理
想
」
「
実
際
」
二
派
の
図
式
に
従
っ
て
、
両
者
の
文
学
的
立
場
を
批
評
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
ふ
し
も
あ
る
。

　
　
忍
月
居
士
は
醒
め
た
り
不
知
庵
は
酔
ひ
た
り
彼
は
魚
と
熊
掌
と
を
兼
得
む
と
欲
し
此
は
壁
を
留
め
て
櫃
を
返
さ
ん
と
欲
す
不
知
庵
は

　
　
佗
を
顧
み
ず
し
て
風
情
を
取
ら
ん
と
す
（
中
略
）
忍
月
は
精
神
の
貴
き
を
説
け
ど
も
猶
格
調
に
巻
々
た
り

　
鴎
外
は
忍
月
と
不
知
庵
の
文
学
的
立
場
を
比
較
し
な
が
ら
、
つ
い
に
は
両
者
の
評
価
に
ま
で
そ
の
筆
を
進
め
る
の
で
あ
る
。
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則
ち
知
る
不
知
庵
の
疎
枝
大
葉
は
1
理
論
上
、
忍
月
の
華
あ
り
実
あ
る
に
若
か
ざ
る
が
如
き
観
を
な
す
こ
と
を

　
　
然
り
と
錐
も
余
等
は
未
だ
遽
に
二
家
の
詩
眼
を
軒
軽
せ
ん
と
て
此
理
論
上
差
別
を
礎
柱
と
な
す
こ
と
能
は
ず
奉
ず
る
所
の
詩
学
は
精

　
　
微
の
極
に
達
す
る
者
も
自
ら
詩
を
賦
し
又
人
の
詩
を
評
す
る
時
其
学
識
を
運
用
す
る
こ
と
霊
活
玄
妙
な
る
こ
と
能
は
ざ
る
時
は
趙
括

　
　
が
兵
、
守
銭
奴
の
財
、
又
た
何
の
用
を
か
な
さ
む
「
お
八
重
」
、
「
捨
小
舟
」
は
果
し
て
忍
月
の
技
備
を
尽
し
た
る
者
か
「
当
世
文
学

　
　
通
」
は
果
し
て
不
知
庵
の
本
領
を
示
し
た
る
も
の
か
、
之
を
尋
ね
ん
は
此
篇
の
目
的
に
あ
ら
ず
姑
く
二
家
の
作
れ
る
批
評
文
章
を
見

　
　
れ
ば
忍
月
は
将
軍
が
士
卒
を
呵
す
る
如
く
不
知
庵
は
慈
母
が
児
子
を
戒
む
る
如
し
彼
は
刻
薄
に
し
て
恩
少
な
く
此
は
剴
切
に
し
て

　
　
情
、
多
し
（
中
略
）
則
ち
知
る
忍
月
の
形
象
的
言
論
は
不
知
庵
が
肺
胴
中
よ
り
流
出
す
る
文
字
に
若
か
ざ
る
が
如
き
観
を
な
す
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
夫
れ
老
吏
の
能
く
獄
を
断
す
る
も
時
に
疑
獄
に
対
し
て
其
明
を
失
ふ
こ
と
あ
り
老
将
の
兵
を
行
る
も
時
に
奇
戦
に
臨
で
謀
窮
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
と
あ
り
忍
月
の
法
機
兵
略
も
卒
然
と
し
て
露
伴
子
か
「
風
流
仏
」
に
逢
ひ
て
平
生
の
詩
眼
を
挟
出
せ
し
か
と
思
は
れ
し
こ
と
な
き
に

　
　
　
　
マ
マ

　
　
あ
ら
す
1
而
れ
ど
も
余
等
登
こ
れ
を
引
て
忍
月
を
庭
せ
ん
と
す
る
も
の
な
ら
む
や

　
鴎
外
の
文
脈
に
従
え
ば
、
彼
は
文
学
理
論
の
上
で
は
、
不
知
庵
よ
り
忍
月
の
方
に
優
位
性
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
詩
眼
の

優
劣
を
つ
け
る
た
め
に
理
論
上
の
優
劣
を
「
礎
柱
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
る
こ
と
で
、
遠
回
し
に
忍
月
の
理
論
を
否
定
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
批
評
文
章
へ
と
目
を
向
け
た
鴎
外
は
、
忍
月
の
批
評
は
「
刻
薄
に
し
て
恩
少
な
く
」
、
不
知
庵
の
批
評
は
「
剴

切
に
し
て
情
、
多
し
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
　
「
忍
月
の
形
象
的
言
論
は
不
知
庵
が
肺
賄
中
よ
り
流
出
す
る
文
字
に
如
か
ざ
る
が
如
き
観
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

な
す
」
と
い
う
判
断
を
下
す
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
に
続
く
部
分
で
、
　
「
忍
月
の
法
機
兵
略
も
卒
然
と
し
て
露
伴
子
か
『
風
流
仏
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

に
逢
ひ
て
平
生
の
詩
眼
を
挟
出
せ
し
か
と
思
は
れ
し
こ
と
な
き
に
あ
ら
す
」
と
述
べ
る
に
至
っ
て
、
忍
月
の
批
評
眼
を
否
定
的
に
捉
え
て

い
た
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
　
「
余
等
宣
こ
れ
を
引
て
忍
月
を
腫
せ
ん
と
す
る
も
の
な
ら
む
や
」
と
断
っ
て
は
い
る
が
、
理
論

上
の
優
劣
に
よ
っ
て
は
「
二
家
の
詩
眼
を
軒
軽
」
し
な
か
っ
た
鴎
外
が
、
　
「
忍
月
の
形
象
的
言
論
」
の
鹿
価
と
と
も
に
そ
の
「
平
生
の
詩
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（
2
）

眼
L
を
も
問
題
に
し
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　
谷
沢
永
一
氏
は
、
忍
月
の
批
評
に
つ
い
て
、
　
「
対
象
に
関
し
て
自
分
の
く
だ
し
た
判
断
の
、
そ
れ
が
思
考
の
全
過
程
に
お
い
て
占
め
る

意
味
・
位
相
を
、
予
想
し
’
測
定
し
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
か
、
　
「
末
梢
的
な
現
象
に
対
す
る
共
感
や
反
発
を
表
白
す
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
、
対
象
の
分
析
を
怠
り
、
思
考
を
延
長
し
よ
う
と
努
め
て
は
い
な
い
」
と
い
っ
た
指
摘
を
し
て
い
る
。
忍
月
の
評
論
を
見
て
い
く
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

確
か
に
彼
は
、
　
「
対
象
の
性
格
・
価
値
に
つ
い
て
の
判
断
を
、
冷
静
な
思
考
・
分
析
の
帰
結
の
伝
達
・
報
告
と
し
て
」
下
し
て
は
い
な
い

し
、
厳
密
な
原
理
的
基
準
が
な
く
、
評
言
の
み
が
空
転
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
辺
り
を
十
分
に
見
据
え
た
上
で
、
鴎
外
は
「
忍
月

の
形
象
的
言
論
」
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
「
平
生
の
詩
眼
」
を
鹿
価
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
鴎
外
が
一
，
理
想
派
」
　
「
実
際
派
」
と
い
う

図
式
に
こ
だ
わ
っ
た
点
に
は
、
も
ち
ろ
ん
当
時
の
彼
が
文
学
評
論
活
動
で
目
指
し
た
方
向
が
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
気
に

な
る
の
は
、
忍
月
を
「
理
想
派
に
も
実
際
派
に
も
偏
俺
せ
ざ
」
る
と
位
置
づ
け
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
忍
月
の
評
論
の
原

理
的
思
考
の
あ
い
ま
い
さ
を
見
抜
い
た
鴎
外
の
眼
が
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
忍
月
の
評
言
に
お
け
る
理
論
の
一
貫
性
の
な
さ
を
批
判
す

る
眼
で
あ
る
。

二

　
と
こ
ろ
で
鴎
外
は
、
　
『
志
が
ら
み
草
紙
』
創
刊
に
際
し
、
「
『
志
が
ら
み
草
紙
』
の
本
領
を
論
ず
」
（
『
志
が
ら
み
草
紙
』
明
2
2
．
1
0
）

を
示
し
、
当
時
の
彼
の
文
学
方
面
に
お
け
る
活
動
の
目
指
す
方
向
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
既
に
そ
の
中
で
、
遠
回
し
に
で
は
あ
る
が
、
忍

月
に
対
す
る
批
判
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。

　
　
余
等
は
詩
学
の
運
用
を
妨
ぐ
る
も
の
を
求
め
て
偏
聴
と
成
心
と
を
得
た
り
（
中
略
）
二
者
は
特
に
心
盲
無
学
の
徒
の
こ
れ
あ
る
の
み
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な
ら
ず
世
の
学
者
も
亦
た
こ
れ
あ
り
例
え
ぱ
伝
奇
の
精
髄
を
論
じ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
罪
過
論
を
唯
一
の
規
則
と
す
る
は
既
に
偏

　
　
聴
の
詣
を
免
れ
ず
況
や
こ
れ
を
小
説
に
応
用
せ
ん
と
す
る
を
や

　
後
に
鴎
外
は
、
　
「
読
罪
過
論
」
　
（
『
志
が
ら
み
草
紙
』
明
2
3
・
4
）
を
書
い
て
忍
月
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
引
用
文
が
忍

月
を
意
識
し
て
の
発
言
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
本
格
的
な
文
学
評
論
活
動
を
開
始
す
る
に
当
た
っ
て
鴎
外
は
、
遣
遙
と
と
も

に
忍
月
を
い
わ
ば
〈
仮
想
敵
〉
と
し
て
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
具
体
的
に
は
、
鴎
外
の
批
判
の
眼
は
忍
月
の
文
学
観
の
ど
の
よ
う
な
点
に
向
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
鴎
外
は
、
忍
月
の
「
小
説

群
芳
第
一
、
初
時
雨
」
　
（
『
国
民
之
友
』
6
8
号
、
明
2
2
・
1
2
・
2
2
）
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　
　
ソ
モ
小
説
は
作
者
に
プ
ア
ン
タ
ジ
イ
あ
り
て
宇
宙
間
よ
り
材
料
を
取
り
其
を
美
術
的
の
象
形
に
収
合
す
る
者
也
、
然
れ
ど
も
唯
此
プ

　
　
ア
ン
タ
ジ
イ
が
求
め
た
る
材
料
を
書
き
併
べ
る
の
み
を
以
ツ
て
小
説
と
は
言
ふ
可
か
ら
ず
荷
も
小
説
た
る
以
上
は
人
間
の
実
生
活
を

　
　
模
造
せ
ざ
る
可
か
ら
ず

　
引
用
し
た
「
初
時
雨
」
評
の
前
半
で
は
、
か
な
り
明
確
に
反
写
実
的
文
学
観
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
更
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
、
小
説
技
法
の
上
で
は
、
写
実
論
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
文
学
批
評
家
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
た
忍
月
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
坪
内
遣
遙
の
『
小
説
神
髄
』
の
影
響
を
色
濃

　
　
　
　
（
5
）

く
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
特
に
小
説
技
法
と
し
て
の
写
実
論
に
は
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
例
え
ぱ
、
「
浮
雲
の
褒
度
二
」
（
『
女

学
雑
誌
』
笛
号
、
明
2
0
・
9
・
1
4
）
で
は
、
　
「
予
は
浮
雲
の
著
者
に
向
っ
て
感
謝
に
堪
ざ
る
所
は
、
　
（
中
略
）
方
今
の
人
情
風
俗
を
虚
飾

粉
粧
せ
ざ
る
に
在
り
。
好
く
人
物
の
性
質
意
想
を
写
す
に
在
り
。
不
完
全
な
る
主
人
公
、
不
完
全
な
る
行
為
を
記
す
る
に
在
り
」
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
め
お
と
し

ぺ
、
『
浮
雲
』
に
お
け
る
写
実
の
妙
を
称
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
浮
雲
第
二
篇
の
褒
鹿
一
」
（
『
女
学
雑
誌
』
9
9
号
、
明
2
1
・
3
・
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は
れ
た
る
さ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な
ひ

に
お
い
て
、
　
「
夫
れ
小
説
は
社
会
の
現
　
象
を
材
料
と
し
、
人
の
行
為
を
以
て
理
想
上
の
一
世
界
を
構
造
す
る
者
な
れ
ば
」
と
述
べ
て
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あ
ら
は
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ

い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
彼
の
浪
漫
主
義
志
向
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
こ
れ
も
結
局
、
　
「
篇
中
に
現
出
す
る
入
物
の
行

な
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ひ
ち
が
ひ

為
は
終
始
其
人
の
性
質
と
並
行
し
、
一
挙
一
動
と
錐
も
其
人
と
な
り
に
抵
触
齪
酷
す
可
か
ら
ず
」
と
い
っ
た
小
説
技
法
上
の
問
題
に
つ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら
き

が
る
前
提
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
彼
は
作
家
に
お
け
る
「
理
想
の
活
用
」
を
認
め
な
が
ら
も
、
　
「
浮
雲
が
人
情
を
写
す
は

理
想
上
よ
り
す
る
と
き
は
完
全
に
し
て
欠
く
る
所
な
し
。
然
れ
ど
も
理
想
上
の
完
全
は
往
々
実
際
上
』
醒
蔑
す
る
こ
と
玩
犯
」
と
、
や
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ト
ろ
お
こ
な
ひ
　
　
　
ま
こ
と

り
「
実
際
」
を
重
視
す
る
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
評
価
の
中
心
は
、
　
「
其
人
物
の
性
質
意
想
行
為
一
々
真
に
逼
ツ
て
古
人
今
人
未
だ
曾
て
穿

　
　
　
e
　
く
ζ
ま
か
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
ざ
る
極
細
極
微
の
点
を
描
く
」
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
忍
月
の
最
大
の
関
心
は
、
　
「
想
」
「
実
」
と
い
う
輪
郭

の
中
で
、
小
説
技
法
と
し
て
の
写
実
を
ど
う
実
現
す
る
か
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
こ
う
し
た
傾
向
は
、
個
々
の
作
品
評
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
分
の
文
学
理
論
を
表
白
す
る
方
向
で
展
開
さ
れ
た
「
ゲ
エ
テ
ー
論
」
（
『
国

民
之
友
』
3
6
号
、
明
2
1
・
1
2
・
2
1
）
や
「
詩
人
と
外
来
物
」
　
（
『
国
民
之
友
』
6
2
号
、
明
2
2
・
9
・
1
2
）
に
お
い
て
、
次
第
に
整
理
さ
れ

て
い
く
。
　
「
ゲ
エ
テ
ー
論
」
に
お
い
て
忍
月
は
、
　
「
氏
は
極
実
派
の
詩
人
な
る
も
フ
ア
ウ
ス
ト
は
極
美
の
結
構
な
り
、
氏
は
客
観
的
の
詩

人
な
る
も
プ
ア
ウ
ス
ト
は
主
観
的
の
構
造
な
り
」
と
い
う
彼
の
文
学
観
の
中
心
と
で
も
言
う
べ
き
観
点
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
、
「
主
観
」
と
「
客
観
」
と
い
う
対
照
的
概
念
で
作
品
を
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
問
題
は
、
一
つ
の
文
芸
作

品
が
、
主
観
的
構
造
と
客
観
的
技
法
と
の
関
り
合
い
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
　
「
詩
人

と
外
来
物
」
に
お
い
て
、
か
な
り
明
瞭
な
形
で
論
じ
ら
れ
る
。

　
　
理
想
的
の
観
念
は
是
れ
詩
人
（
小
説
家
、
戯
曲
家
）
が
宇
宙
の
玄
妙
を
悟
り
、
人
間
の
美
妙
を
発
見
し
、
以
つ
て
粋
を
吐
き
英
を
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ツ
シ
イ
ウ
ヰ
ツ
セ

　
　
は
す
所
以
な
り
。
故
に
理
想
の
詩
人
に
貴
重
な
る
は
論
を
侯
た
ず
。
然
れ
ど
も
理
想
を
重
ん
ず
る
の
極
、
知
ら
ず
識
ら
ず
　
外

　
　
ル
　
ゲ
ロ
ゲ
ン
ス
タ
ン
ド

　
　
来
　
　
物
　
を
放
棄
看
過
す
る
が
如
き
こ
と
あ
ら
ぱ
、
巧
妙
秀
逸
を
吟
出
す
る
こ
と
頗
る
難
き
こ
と
な
る
べ
し
。
或
る
境
界
を
写
し

　
　
或
る
光
景
を
叙
せ
ん
と
す
る
に
際
し
、
作
者
自
家
の
視
察
し
た
る
も
の
、
即
ち
外
来
物
を
材
料
と
し
て
応
用
す
る
と
き
は
、
字
々
皆
な
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カ
イ
ス
ト
リ
イ
ひ
ロ

　
　
活
動
し
神
に
入
り
実
に
迫
り
、
読
者
を
し
て
覚
え
ず
同
感
同
情
を
惹
起
せ
し
め
、
能
く
其
精
気
想
念
を
融
化
す
べ
し
。
何
と
な
れ
ば

　
　
外
来
物
は
概
ね
人
情
と
密
接
し
て
、
実
景
と
親
近
な
れ
ば
な
り
。

　
忍
月
の
主
張
の
力
点
は
、
作
家
は
そ
の
「
主
観
」
を
表
現
す
る
の
に
「
作
者
自
家
の
視
察
し
た
る
も
の
、
即
ち
外
来
物
」
を
媒
介
と
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
　
「
主
観
」
と
「
客
観
」
と
の
融
合
の
上
に
作
品
世
界
の
形
成
を
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
　
「
人
情
と
密
接
」
し
、
　
「
実
景
と
親
近
」
な
る
「
外
来
物
」
を
材
料
と
し
て
応
用
す
る
こ
と
で
、
　
「
読
者
を
し
て
覚

え
ず
同
感
同
情
を
惹
起
せ
し
め
、
能
く
其
精
気
想
念
を
融
化
す
べ
し
」
と
述
べ
る
に
至
っ
て
、
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
を
考
え
、
あ

る
い
は
読
者
の
存
在
を
も
意
識
し
た
作
品
世
界
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
「
外
来
物
」
と
い
う
方

法
論
は
、
新
し
い
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
た
だ
し
彼
は
、
「
外
来
物
」
の
媒
介
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
「
予
は
人

事
社
会
の
実
際
其
儘
を
写
せ
と
謂
ふ
に
は
あ
ら
ず
」
と
か
、
　
「
予
は
只
観
察
し
た
る
外
来
物
を
其
意
匠
若
く
は
其
脚
色
の
或
る
部
分
に
応

用
し
て
理
想
を
し
て
怪
語
な
る
奇
変
な
る
妄
想
と
な
ら
し
む
る
勿
れ
と
言
ふ
の
み
」
と
断
言
す
る
。
こ
う
し
た
言
い
回
し
に
は
、
鴎
外
の

論
と
か
な
り
似
た
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
実
際
、
鴎
外
は
忍
月
の
「
外
来
物
」
の
説
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
所
謂
、
外
来
物
は
客
を
写
し
て
主
を
知
ら
せ
ん
と
す
る
も
の
な
り
風
を
見
せ
ん
と
て
草
を
写
す
と
き
ハ
艸
を
外
来
物
と
す
べ
し
（
中

　
　
略
）
蓋
し
美
の
想
ハ
顕
象
に
於
て
存
す
詩
中
の
景
物
は
捉
ふ
べ
か
ら
ざ
る
影
と
な
ら
む
こ
と
を
嫌
ふ
此
弊
を
救
ふ
に
は
こ
の
実
際
的

　
　
手
段
あ
り
美
の
想
ハ
既
に
生
れ
た
り
こ
れ
を
状
し
て
其
神
を
伝
へ
ん
と
す
る
に
ハ
外
物
を
借
て
其
目
的
を
達
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。

　
忍
月
の
言
う
「
外
来
物
」
、
即
ち
物
の
具
象
性
を
借
り
て
作
者
の
「
主
観
」
を
表
す
方
法
・
技
巧
は
、
鴎
外
の
こ
と
ば
に
従
え
ば
、
「
客

を
写
し
て
主
を
知
ら
せ
ん
と
す
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
品
世
界
の
中
で
、
風
が
吹
い
て
い
る
こ
と
を
描
く
場
合
、
風
に
吹
か

れ
て
い
る
草
を
描
写
す
る
こ
と
で
風
の
存
在
を
読
者
に
察
知
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
外
来
物
」
と
は
、
「
主
観
」
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と
「
客
観
」
と
の
間
に
介
在
し
、
両
者
を
融
合
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
作
家
主
体
と
読
者
と
を
つ
な
ぐ
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
鴎
外
は
、
そ
の
「
外
来
物
」
の
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
　
「
美
の
想
ハ
顕
象
に
於
て
存
す
」
と
い
う
言
い
回
し
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

美
の
具
象
性
と
い
う
彼
の
基
本
原
則
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
鴎
外
の
評
言
を
見
る
限
り
、
両
者
の
文
学
観
に
は
か
な
り
の
類
似

性
が
見
ら
れ
、
鴎
外
が
忍
月
に
対
し
て
ほ
ぼ
同
感
の
意
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
忍
月
の
「
小
説
群

芳
第
一
、
初
時
雨
」
に
対
し
て
は
、
鴎
外
は
批
判
的
で
あ
る
。

　
「
小
説
群
芳
第
一
、
初
時
雨
」
の
一
節
は
、
　
「
詩
人
と
外
来
物
」
で
展
開
さ
れ
た
「
主
観
」
と
「
客
観
」
の
融
合
に
よ
る
作
品
世
界
の

形
成
と
い
う
文
学
理
論
と
同
一
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
鴎
外
の
評
言
は
批
判
的
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
。

　
　
「
小
説
た
る
以
上
は
人
間
の
実
生
活
を
摸
造
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
ふ
此
語
は
水
開
け
て
山
を
見
る
境
地
一
転
、
理
想
国
中
の
客

　
　
を
駆
て
忽
ち
実
際
城
に
入
ら
し
む
蓋
し
人
間
の
実
生
活
は
空
想
の
取
り
し
材
な
る
べ
け
れ
ば
模
造
と
は
美
術
的
形
象
に
収
合
す
る
意

　
　
な
る
べ
し
と
錐
も
か
く
い
ひ
て
は
人
を
し
て
或
は
空
想
に
待
つ
こ
と
な
き
か
と
疑
は
し
む
べ
し

　
鴎
外
の
批
判
は
「
模
造
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
た
こ
と
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
鴎
外
の
情
熱
が
、
も
っ
ぱ
ら
想
像
界
と
現
実
界
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
鴎
外
に
と

っ
て
、
「
プ
ア
ン
タ
ジ
ー
」
が
す
ぐ
「
模
造
」
に
結
び
付
い
て
し
ま
う
と
い
う
忍
月
の
論
は
、
受
け
容
れ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
辺
り
に
、
　
「
想
」
「
実
」
を
め
ぐ
る
鴎
外
と
忍
月
の
考
え
方
の
違
い
や
、
忍
月
の
「
想
」
概
念
の
あ
い
ま
い
さ
が
現
れ
て
い

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
別
の
箇
所
で
鴎
外
は
、
北
郎
散
士
（
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
）
の
「
依
田
先
生
の
『
流
転
』
の
批
評
を
読
む
」
　
（
『
国
民
之
友
』
6
7
号
、
明

2
2
・
1
1
・
2
）
、
忍
月
の
「
『
文
庫
』
の
京
人
形
」
（
『
国
民
之
友
』
4
7
号
、
明
2
2
・
4
・
1
2
）
な
ど
か
ら
詩
想
に
つ
い
て
の
言
説
を
取
り

上
げ
る
。
そ
こ
で
鴎
外
は
、
忍
月
の
「
小
説
家
の
心
底
眼
中
」
に
あ
る
「
意
匠
」
や
「
目
的
あ
り
て
之
を
記
せ
し
所
以
の
注
視
点
」
を
い
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ず
れ
も
「
想
」
．
「
イ
デ
ー
」
で
あ
る
と
し
、
　
「
『
イ
デ
ー
』
の
何
如
な
る
か
を
顧
み
ず
し
て
詩
人
の
文
句
を
評
議
す
る
も
の
あ
ら
ば
其

言
ふ
所
、
何
の
価
値
か
あ
ら
む
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
詩
想
と
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
説
明
を
示
さ
な

い
。
鴎
外
の
関
心
は
、
美
の
イ
デ
ー
を
い
か
に
し
て
形
象
化
し
、
芸
術
作
品
を
成
立
さ
せ
る
か
に
向
け
ら
れ
る
。
　
「
想
の
生
る
s
や
、
こ

れ
を
し
て
凝
て
象
を
な
さ
し
む
る
も
の
は
詩
の
空
想
な
り
、
　
『
フ
ア
ン
タ
ジ
ー
』
な
り
、
而
し
て
空
想
の
能
く
其
創
作
の
用
を
な
し
て
所

謂
、
製
作
的
空
想
（
『
プ
ロ
ヅ
ク
チ
ー
ヴ
エ
、
プ
ア
ン
タ
ジ
ー
』
）
の
本
相
を
顕
す
も
の
は
詩
興
の
到
れ
る
時
に
在
り
」
と
い
う
彼
の
持

論
が
示
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
「
想
」
「
実
」
を
め
ぐ
る
鴎
外
と
忍
月
の
考
え
方
の
違
い
を
明
ら
め
る
こ
と
は
で

き
そ
う
に
な
い
。
問
題
は
忍
月
が
「
詩
学
の
根
基
」
を
明
ら
か
に
す
べ
く
筆
を
執
る
「
想
実
論
」
に
ま
で
関
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
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三

　
忍
月
の
「
想
一
実
論
」
は
、
　
『
江
湖
新
聞
』
　
（
明
2
3
・
3
・
2
0
～
同
3
・
3
0
）
に
七
章
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
、
鴎
外
自
身
も
こ
れ
に

対
し
て
、
「
此
篇
未
だ
必
ず
し
も
其
精
錬
刻
意
の
作
に
非
ざ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
そ
の
東
西
を
折
衷
し
た
る
独
得
の
議
論
の
出
つ
る

　
　
　
　
（
9
）

日
を
埃
た
む
」
と
一
応
の
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
忍
月
が
そ
れ
を
総
合
的
な
形
で
示
し
た
の
は
、
明
治
二
十
五
年
一
月
、
　
「
聚
芳
十
種
」

第
八
巻
『
黄
金
村
』
に
収
録
さ
れ
た
「
想
実
論
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
　
「
（
一
）
詩
、
詩
人
」
　
「
（
二
）
感
念
、
精
神
」
　
「
（
三
）
想
、
実
の
性
質
」
「
（
四
）
人
境
、
詩
境
」
　
「
（
五
）
永
遠
不

朽
」
　
「
（
六
）
大
」
　
「
（
七
）
人
物
、
人
事
」
　
「
（
八
）
推
敵
鍛
錬
」
　
「
（
九
）
結
論
」
の
全
九
章
か
ら
成
る
組
織
的
な
論
で
、
　
「
小
説
群

芳
第
一
、
初
時
雨
」
や
「
詩
人
と
外
来
物
」
で
そ
の
一
端
が
示
さ
れ
た
忍
月
の
文
学
理
論
の
集
大
成
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
　
「
詩
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
　
レ
ン
レ
　
ペ
ン

は
言
葉
の
働
き
に
由
っ
て
、
人
間
の
性
情
生
活
（
後
で
『
感
情
』
『
外
よ
り
来
り
又
内
よ
り
発
す
る
所
の
興
奮
な
り
刺
劇
な
り
』
と
説
明



　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
テ
ス
レ
ペ
ペ
ン
　
　
　
　
　
　
コ

さ
れ
て
い
る
）
と
意
思
生
活
（
後
で
『
考
察
』
　
『
感
情
よ
り
知
に
達
し
知
よ
り
理
に
達
し
た
る
も
の
』
と
説
明
さ
れ
て
い
る
）
と
が
、
美

術
的
に
発
揮
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
L
と
し
、
　
「
『
美
』
の
約
束
」
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
に
忍
月
の
基
本
姿
勢
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
論

の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
、
　
「
想
実
出
入
」
　
「
想
実
調
和
」
の
論
で
あ
る
。

　
　
詩
の
発
生
す
る
淵
源
、
大
約
別
ツ
て
二
つ
と
な
す
。
曰
く
想
、
日
く
実
。
想
は
虚
象
な
り
、
実
は
真
景
な
り
。
真
景
は
捉
ふ
べ
し
、

　
　
虚
象
は
捉
ふ
可
か
ら
ず
。
性
情
の
終
極
は
実
と
な
り
、
意
思
の
終
極
は
想
と
な
る
な
り
。

　
「
性
情
」
が
知
覚
す
る
実
世
界
を
「
真
景
」
と
し
、
「
意
思
」
が
認
識
す
る
想
世
界
を
「
虚
象
」
と
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
は
、
「
『
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

欧
詩
学
』
を
、
　
『
日
本
旧
来
』
の
虚
実
論
と
『
折
衷
』
し
た
」
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
　
「
人
間
が
既
に
経
験
し
た
る
か
若
く
は
経
験
し
つ

S
あ
る
生
活
は
実
と
な
り
、
未
だ
経
験
せ
ざ
る
生
活
は
想
と
な
る
」
と
述
べ
る
に
至
っ
て
、
忍
月
の
考
え
て
い
た
「
想
」
「
実
」
が
、
「
経

験
」
　
「
未
経
験
」
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
、
皮
相
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
鴎
外
の
考
え
て
い
た
よ
う

な
異
次
元
の
も
の
で
は
な
く
、
同
一
次
元
の
存
在
で
あ
る
。

　
　
さ
れ
ば
詩
の
要
は
内
に
虚
象
を
設
け
て
文
字
之
を
実
に
し
、
外
に
真
景
を
探
り
て
又
之
を
虚
象
に
帰
す
る
に
在
り
。
故
に
詩
は
想
よ

　
　
り
出
で
s
実
に
入
り
、
又
実
よ
り
出
で
s
想
に
入
る
べ
し
。
俗
に
想
実
は
理
想
派
実
写
派
の
分
る
s
所
と
す
る
は
誤
れ
り
。
理
想
派

　
　
実
写
派
の
分
る
s
は
只
想
実
出
入
の
先
後
に
由
る
の
み
。

　
こ
こ
に
は
、
　
「
ゲ
エ
テ
ー
論
」
や
「
詩
人
と
外
来
物
」
に
見
ら
れ
た
発
想
が
一
層
徹
底
化
さ
れ
た
形
で
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

徹
底
化
に
よ
っ
て
却
っ
て
明
瞭
に
な
る
の
が
、
彼
の
「
想
」
　
「
実
」
の
輪
郭
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
　
「
想
実
調
和
の
効
能
」
の
実
例
を

挙
げ
る
段
に
な
る
と
、
忍
月
の
問
題
の
捉
え
方
が
多
分
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
す
る
。

　
　
例
之
ば
「
妾
郎
を
待
ち
焦
れ
た
り
」
と
言
ふ
是
れ
実
な
り
、
実
を
有
り
の
儘
に
写
し
た
る
が
故
に
意
暴
露
し
て
句
外
何
の
余
情
も
な

　
　
く
風
味
も
な
し
、
未
だ
美
術
的
の
文
字
に
あ
ら
ず
。
若
し
之
を
「
蚊
帳
の
広
さ
に
寝
つ
起
き
つ
、
蚊
を
や
く
火
よ
り
胸
の
火
の
も
ゆ
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る
思
ひ
L
（
僅
謡
）
云
々
と
、
想
よ
り
実
に
移
し
て
二
者
を
調
和
す
る
と
き
は
、
情
味
風
韻
前
者
に
優
り
て
聞
ゆ
。
又
「
燈
火
風
に

　
　
あ
た
り
て
チ
ラ
〈
」
を
改
め
て
「
風
に
瞬
く
燈
火
」
と
な
す
と
き
は
、
文
字
に
活
動
の
機
あ
り
て
咀
鳴
の
味
ひ
あ
り
。
是
れ
実
よ

　
　
り
想
に
移
し
た
る
が
故
な
り
。

　
第
一
の
例
は
、
　
「
蚊
帳
の
広
さ
に
」
云
々
と
い
う
表
現
に
お
い
て
、
恋
人
を
待
ち
焦
が
れ
る
気
持
ち
を
作
家
主
体
が
「
蚊
帳
の
広
さ
に

寝
つ
起
き
つ
」
と
「
考
察
」
し
（
想
）
、
そ
こ
か
ら
「
蚊
を
や
く
火
よ
り
胸
の
火
の
も
ゆ
る
思
ひ
」
と
い
う
「
性
情
1
1
感
情
」
（
実
）
に
移

し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
表
現
を
忍
月
の
説
明
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
考
え
て
み
る
と
、
　
「
蚊
帳
の
広
さ
に
寝
つ
起

き
つ
」
と
い
う
客
観
的
現
象
（
実
）
か
ら
「
蚊
を
や
く
火
よ
り
胸
の
火
の
も
ゆ
る
思
ひ
」
と
い
う
主
観
的
判
断
を
下
し
た
（
想
）
と
捉
え

ら
れ
な
く
も
な
い
。
第
二
の
例
は
、
「
燈
火
風
に
あ
た
り
て
チ
ラ
く
」
す
る
と
い
う
現
象
（
実
）
を
「
風
に
瞬
く
」
と
「
考
察
」
し
た

（
想
）
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
「
蚊
帳
の
広
さ
に
」
云
々
と
い
う
例
に
現
れ
た
忍
月
の
「
想
」
「
実
」
の
概
念
の
あ
い
ま
い
さ
は
、

引
き
続
い
て
挙
げ
ら
れ
た
例
を
見
る
こ
と
で
、
一
層
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
　
悲
し
い
涙
は
目
よ
り
出
で
、
無
念
の
涙
は
耳
か
ら
な
り
と
も
出
る
な
ら
ば
、
云
は
ず
と
心
見
す
べ
き
に
、
同
じ
目
よ
り
流
る
s
涙

　
　
　
（
時
雨
炬
燵
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ば
ら

　
　
　
揺
藍
か
ら
墓
場
ま
で
の
荊
棘
の
路
、
杖
を
持
つ
て
も
持
た
い
で
も
、
誰
れ
し
も
一
度
は
歩
き
尽
す
も
の
、
　
（
ミ
ル
ザ
、
シ
ャ
ッ
フ

　
　
　
ヒ
詩
集
、
拙
著
露
子
姫
の
序
文
に
訳
載
）

　
　
　
前
者
は
「
吾
は
悲
し
き
為
に
泣
く
に
あ
ら
ず
し
て
口
惜
し
き
為
め
に
泣
く
」
と
云
へ
る
実
を
移
し
て
想
に
入
れ
た
る
も
の
な
り
、

　
　
後
者
は
「
世
途
如
何
に
銀
難
な
り
と
錐
も
一
度
生
れ
た
る
者
は
必
ず
死
ま
で
到
着
す
」
と
云
へ
る
想
を
移
し
て
実
に
入
れ
た
る
も
の

　
　
な
り
。

　
忍
月
の
解
説
に
従
え
ば
、
前
者
は
口
惜
し
い
と
い
う
「
感
情
」
を
「
悲
し
い
涙
は
目
よ
り
出
で
、
無
念
の
涙
は
耳
か
ら
な
り
と
も
出
る
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な
ら
ば
、
云
は
ず
と
心
見
す
べ
き
に
」
と
「
考
察
」
し
、
　
「
同
じ
目
よ
り
流
る
S
涙
」
と
描
写
す
る
こ
と
で
、
言
外
の
余
情
、
即
ち
口
惜

し
さ
の
強
調
を
読
者
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
後
者
は
一
度
生
ま
れ
た
者
は
必
ず
死
ぬ
と
い
う
「
考
察
」
の
結
果
を
「
揺
藍

か
ら
墓
場
ま
で
」
と
い
う
比
喩
表
現
に
よ
っ
て
表
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
十
川
信
介
氏
は
、
　
「
揺
藍
や
墓
場
な
ど

に
よ
る
具
象
化
が
『
実
』
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
耳
か
ら
流
れ
る
涙
も
無
念
さ
の
象
徴
と
し
て
『
実
』
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
前
者
が
『
実

を
移
し
て
想
に
入
れ
た
』
根
拠
は
消
滅
す
る
。
　
（
中
略
）
ま
た
逆
に
、
　
『
無
念
の
涙
は
耳
か
ら
な
り
と
も
出
る
な
ら
ば
』
が
『
想
』
で
あ

る
な
ら
ぱ
、
人
生
を
い
ぱ
ら
の
道
と
す
る
比
喩
も
、
　
『
考
察
』
の
帰
結
で
あ
る
か
ら
同
様
に
『
想
』
と
な
り
、
後
者
の
『
想
を
移
し
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

に
入
れ
た
』
根
拠
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
忍
月
の
挙
げ
た
例
を
見
る
限
り
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
認
識
論
と

描
写
論
と
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
想
」
　
「
実
」
の
間
に
脈
絡
を
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
忍
月
の
混
乱
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
混
乱
の
中
で
、
彼
は
「
詩
境
」
と
「
人
境
」
と
の
区
別
へ
と
進
み
、
　
「
農
婦
野
辺
に
足
を
投
げ
出
し
て
焼
芋
を
喰

ふ
の
体
、
是
れ
実
に
人
境
な
り
。
之
に
反
し
て
農
婦
菜
畦
に
立
ち
顧
み
て
跡
を
慕
ひ
来
れ
る
家
鴨
に
麺
包
を
与
ふ
る
の
体
、
是
れ
実
に
詩

境
な
り
」
と
、
　
「
詩
人
の
資
料
」
即
ち
題
材
と
し
て
の
「
詩
境
」
と
「
人
境
」
の
区
別
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。
鴎
外
に
お
け
る
「
詩
境
」

「
人
境
」
の
区
別
は
、
こ
の
よ
う
な
「
詩
人
の
資
料
」
と
し
て
の
区
別
で
は
な
い
。
現
実
世
界
と
芸
術
世
界
と
の
異
次
元
性
こ
そ
が
問
題

で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。

　
か
つ
て
忍
月
は
、
「
詩
人
と
外
来
物
」
で
「
実
際
の
世
界
と
詩
歌
の
世
界
は
同
一
の
も
の
に
非
」
ず
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
舞

姫
」
の
著
者
鴎
外
に
対
す
る
「
蓋
し
著
者
は
詩
境
と
人
境
と
の
区
別
あ
る
を
知
ツ
て
之
を
実
行
す
る
に
当
ツ
て
は
終
に
区
別
あ
る
を
忘
れ

　
　
　
（
1
2
）

た
る
者
な
り
」
と
い
う
評
言
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
一
文
を
見
る
限
り
、
忍
月
に
お
い
て
も
、
「
詩
境
」
と
「
人
境
」
と
は
明
確
に

区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
詩
学
」
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
彼
は
明
確
な
説
明
を
な
し
得
な
い
。
　
「
実
際
の
世

界
と
詩
歌
の
世
界
」
の
違
い
を
自
覚
し
て
い
な
が
ら
、
　
「
詩
境
」
　
「
人
境
」
を
「
詩
人
の
資
料
」
と
し
て
し
か
認
識
し
得
な
か
っ
た
と
こ
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う
に
、
忍
月
の
限
界
が
あ
り
、
す
べ
て
の
存
在
に
「
美
」
を
見
出
す
鴎
外
と
の
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
　
「
想
」
「
実
」
の
間
で
混
乱

す
る
忍
月
と
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
「
美
」
の
「
想
随
」
を
「
類
想
」
・
「
個
想
」
・
「
小
天
地
主
義
あ
る
個
想
」
の
三
段
階
に
分
け
、

最
後
の
飛
憂
嚢
」
と
い
う
概
念
に
よ
・
て
「
美
的
理
想
」
に
明
確
な
概
念
規
定
を
与
え
る
こ
と
が
で
む
想
鴎
外
と
の
・
決
定
的
な

違
い
で
も
あ
っ
た
。

　
「
プ
ア
ン
タ
ジ
ー
」
と
「
模
造
」
に
つ
い
て
の
忍
月
の
見
解
と
そ
れ
に
対
す
る
鴎
外
の
評
言
か
ら
、
問
題
は
大
き
く
膨
ら
ん
だ
。
「
想
」

「
実
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
深
入
り
し
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
忍
月
の
「
想
実
論
」
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
　
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
中
に
お
け
る
「
人
間
の
実
生
活
は
空
想
の
取
り
し
材
な
る
べ
け
れ
ば
模
造
と
は
美
術
的
形

象
に
収
合
す
る
意
な
る
べ
し
と
錐
も
か
く
い
ひ
て
は
人
を
し
て
或
は
空
想
に
待
つ
こ
と
な
き
か
と
疑
は
し
む
べ
し
余
等
は
又
た
こ
れ
を
階

ま
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
い
う
遠
慮
が
ち
な
言
い
回
し
が
、
結
果
的
に
は
忍
月
の
概
念
規
定
の
あ
い
ま
い
さ
を
言
い
当
て
て
お
り
、
　
「
読
罪

過
論
」
や
「
舞
姫
」
　
「
う
た
か
た
の
記
」
　
「
文
つ
か
ひ
」
を
め
ぐ
る
論
争
で
の
鴎
外
の
忍
月
批
判
に
つ
な
が
っ
て
い
く
要
素
を
含
ん
で
い

た
こ
と
は
、
今
見
て
き
た
忍
月
の
「
想
実
論
」
に
よ
れ
ば
、
ほ
ぼ
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
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四

　
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
で
鴎
外
は
、
「
想
」
　
「
実
」
の
問
題
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
小
説
と
戯
曲
」

「
小
説
の
結
構
」
　
「
小
説
の
題
材
」
　
「
小
説
の
詩
想
」
な
ど
に
つ
い
て
も
実
に
手
際
よ
く
触
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
　
「
単
稗
」
の
様
式

に
つ
い
て
の
言
及
に
は
、
実
作
者
鴎
外
の
意
識
が
現
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。

　
ま
ず
「
小
説
と
戯
曲
と
の
相
関
の
理
」
に
つ
い
て
、
忍
月
の
「
結
構
、
句
調
、
事
実
の
戯
曲
に
傾
き
過
ぎ
て
小
説
の
体
裁
を
遠
㌧
魏
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

や
不
知
庵
の
「
縦
令
時
代
小
説
で
も
芝
居
の
臭
味
が
あ
つ
て
は
困
る
」
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
諸
家
は
或
は
単
稗
の
本
性
に
自
ら
戯
曲
に
似
た
る
所
あ
り
又
た
勢
、
戯
曲
に
似
ざ
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
あ
る
を
忘
れ
し
に
は
あ
ら
ざ

　
　
る
か
（
中
略
）
戯
曲
に
は
運
命
曲
（
「
シ
ツ
ク
ザ
ー
ル
ス
、
ト
ラ
ギ
ヨ
ヂ
ー
」
）
に
あ
ら
ざ
る
人
性
曲
（
「
カ
ラ
ク
テ
ル
、
ト
ラ
ギ

　
　
ヨ
ヂ
ー
」
）
あ
り
て
叙
事
詩
に
似
た
り
叙
事
詩
に
は
複
稗
に
あ
ら
ざ
る
単
稗
あ
り
て
戯
曲
に
似
た
り
単
稗
と
戯
曲
と
こ
れ
を
共
に
す

　
　
る
と
こ
ろ
は
其
一
事
を
拾
ひ
来
て
描
写
極
尽
し
こ
れ
よ
り
以
外
の
天
地
を
ば
唯
だ
影
の
如
く
に
見
江
し
む
る
一
点
な
り

　
小
説
の
戯
曲
的
傾
向
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
忍
月
、
不
知
庵
に
対
し
、
鴎
外
は
「
単
稗
」
の
本
性
と
し
て
戯
曲
的
要
素
を
容
認
し
て
い

る
。
同
じ
問
題
に
つ
い
て
忍
月
と
の
違
い
を
よ
り
鮮
明
に
示
す
こ
と
に
な
る
「
読
罪
過
論
」
に
よ
れ
ば
、
鴎
外
が
考
え
て
い
た
戯
曲
的
要

素
は
「
悲
壮
戯
曲
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
　
「
重
を
境
遇
に
置
き
た
る
」
「
運
命
戯
曲
」
で
は
な
く
、
　
「
重
を
人
性
に
置
き
た
る
」

「
人
性
戯
曲
」
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
主
張
は
、
　
「
舞
姫
」
の
性
格
と
も
密
接
な
関
連
を
持
つ
。
　
「
舞
姫
」
を
構
成
す
る
要
素
は
、
エ
リ
ス
の
悲
劇
と
豊
太
郎
の
悲

劇
の
二
つ
で
あ
る
。
エ
リ
ス
の
悲
劇
は
明
ら
か
に
境
遇
の
悲
劇
（
「
運
命
戯
曲
」
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
豊
太
郎
の
悲
劇
は
、
愛

に
殉
じ
よ
う
と
す
る
意
志
と
親
友
の
忠
告
を
斥
け
得
ぬ
弱
性
と
が
、
一
つ
の
入
格
の
内
部
で
衝
突
し
、
内
面
の
葛
藤
を
ひ
き
お
こ
す
と
い

う
、
い
わ
ば
性
格
悲
劇
（
「
人
性
戯
曲
」
）
で
あ
る
。
　
「
舞
姫
」
の
「
単
稗
」
的
性
格
が
、
主
人
公
太
田
豊
太
郎
の
性
格
悲
劇
に
、
よ
り

多
く
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
　
「
単
稗
の
本
性
」
と
し
て
の
戯
曲
的
要
素
を
認
め
る
鴎
外
の
主
張

に
は
、
　
「
舞
姫
」
を
執
筆
し
て
い
た
実
作
者
と
し
て
の
意
識
の
反
映
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
こ
と
が
「
小
説
の
結
構
」
に
つ
い
て
の
言
及
に
も
言
え
る
。
「
新
著
百
種
第
六
号
残
菊
」
（
『
国
民
之
友
』
6
8
号
、
明
2
2
．
1
2
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
ン
ガ
ン
グ
　
　
フ
ホ
ル
ト
フ
ユ
ル
ン
グ
　
　
シ
ル
ス

2
2
）
で
忍
月
は
、
小
説
の
構
造
を
「
発
程
、
継
　
続
、
帰
終
」
の
三
つ
に
分
け
、
「
予
近
代
の
所
謂
小
説
と
言
へ
る
も
の
を
見
る

に
、
多
く
は
帰
終
と
継
続
間
の
一
転
歩
を
誤
る
も
の
多
し
。
故
に
為
め
に
全
篇
を
し
て
瓦
解
壊
乱
せ
し
む
」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
小
説
に
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お
け
（
る
結
構
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
　
「
継
続
よ
り
帰
終
に
移
り
行
く
所
の
境
界
」
の
描
き
方
に
「
著
者
の
伎
備
」
を
見
る
と

σ
見
解
も
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鴎
外
は
、
結
構
の
重
要
性
を
一
応
是
認
し
な
が
ら
も
、
　
「
共
様
式
に
拘
泥
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と

も
又
た
小
説
に
若
く
は
な
し
」
と
、
小
説
の
書
き
方
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
、
「
小
説
は
殊
に
其

・
初
に
て
突
然
紛
錯
し
た
る
人
事
の
中
堅
を
衝
き
此
視
点
よ
り
前
後
に
補
叙
す
る
こ
と
多
し
」
と
い
う
見
解
を
付
け
加
え
る
。
こ
こ
に
は
、

明
ら
か
に
「
舞
姫
」
の
手
法
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
り
、
鴎
外
自
身
の
小
説
手
法
、
特
に
「
単
稗
」
の
様
式
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
’
「
舞
姫
」
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
石
炭
を
ば
早
や
積
み
果
て
つ
」
か
ら
「
い
で
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
文
に
綴
り

て
見
む
」
ま
で
の
部
分
と
、
　
「
余
は
幼
き
こ
ろ
よ
り
厳
重
な
る
家
庭
の
教
へ
を
受
け
た
る
甲
斐
に
」
か
ら
「
さ
れ
ど
我
脳
裡
に
一
点
の
彼

を
憎
む
心
は
今
日
ま
で
も
残
れ
り
け
り
」
ま
で
の
部
分
で
あ
る
。
原
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
部
分
の
間
に
大
き
な
余
白
と
四
つ
の
米
印

　
（
※
※
※
※
）
が
あ
り
、
　
コ
ニ
行
明
ケ
中
央
へ
七
号
ニ
テ
置
ク
コ
ト
L
と
い
う
指
示
が
あ
る
。
　
『
国
民
之
友
』
掲
載
の
段
階
で
は
指
示
通

り
に
印
刷
さ
れ
た
が
、
　
『
水
沫
集
』
収
録
の
段
階
で
削
除
さ
れ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
原
稿
執
筆
の
段
階
で
の
鴎
外
が
、
作
品
の
構
成
を

前
述
し
た
よ
う
な
二
つ
の
部
分
，
に
分
け
て
考
え
て
い
た
、
と
判
断
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
第
一
の
部
分
は
回
想
の
導
入
部
で
あ
る
。
主
人
公
太
田
豊
太
郎
の
独
白
の
始
ま
り
で
あ
り
、
彼
が
何
ら
か
の
理
由
で
「
人
知
ら
ぬ
恨
」

を
抱
き
、
、
「
限
な
き
懐
旧
の
情
を
喚
起
し
て
、
幾
・
度
と
な
く
我
心
を
苦
し
」
め
て
い
る
状
態
か
ら
独
白
す
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
示
し

て
い
る
。
独
白
の
場
を
東
洋
的
世
界
と
西
洋
的
世
界
と
の
接
点
と
も
言
う
べ
き
セ
イ
ゴ
ン
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
事
件
と

そ
れ
に
伴
う
心
理
的
起
伏
を
す
べ
て
時
間
の
流
れ
の
彼
方
に
封
じ
込
め
、
過
去
の
出
来
事
と
し
て
完
結
さ
せ
よ
う
と
い
う
作
者
鴎
外
の
意

図
も
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
部
分
で
は
、
豊
太
郎
の
苦
悩
の
内
実
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
ぐ
。
豊
太
郎
の
存
在
を
規
定
す
る
も
の
は
三
つ
あ

る
。
一
つ
は
、
　
「
自
由
の
大
学
の
風
」
に
よ
っ
て
目
覚
め
る
∧
精
神
V
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
　
「
物
ふ
る
れ
ば
縮
み
て
避
け
ん
と
す
」
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る
「
合
歓
と
い
ふ
木
の
葉
」
や
「
処
女
」
に
も
似
た
〈
感
性
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
一
つ
は
、
封
建
的
な
家
の
論
理
と
か
近
代
日
本

の
国
家
主
義
と
い
っ
た
〈
現
実
〉
で
あ
る
。
豊
太
郎
に
と
っ
て
の
〈
感
性
〉
は
、
「
余
は
守
る
所
を
失
は
じ
と
思
ひ
て
、
己
れ
に
敵
す
る

も
の
に
は
抗
抵
す
れ
ど
も
、
友
に
対
し
て
否
と
は
え
対
へ
ぬ
が
常
」
な
る
も
の
で
あ
り
、
　
「
何
等
の
特
操
な
き
心
」
で
あ
り
、
エ
リ
ス
を

こ
よ
な
く
愛
し
な
が
ら
も
、
相
沢
謙
吉
に
も
天
方
伯
に
も
盲
目
的
に
従
う
心
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
弱
性
」
な
る
〈
感
性
〉
は
、

〈
精
神
V
の
覚
醒
と
く
現
実
∨
の
敵
対
と
を
通
過
す
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
る
。
豊
太
郎
の
苦
悩
は
、
〈
精
神
〉
と
〈
感
性
〉
と
の
調
和
が

く
現
実
V
の
介
在
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
第
一
の
部
分
と
第
二
の
部
分
と
の
関
係
は
、
冒
頭
で
セ
イ
ゴ
ン
停
泊
中
の
船
中
で
の
豊
太
郎
の
苦
悩
を
写
し
、
続
い
て
そ
の
苦

悩
が
回
想
さ
れ
る
こ
と
で
作
品
の
核
心
に
入
る
と
い
う
点
で
、
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
中
の
「
其
初
に
て
突
然
紛
錯
し
た
る

人
事
の
中
堅
を
衝
き
此
視
点
よ
り
前
後
に
補
叙
す
る
」
と
い
う
鴎
外
の
主
張
と
ほ
ぼ
照
応
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
小
説
の

構
造
に
つ
い
て
の
鴎
外
の
発
言
も
ま
た
、
実
作
者
と
し
て
の
意
識
が
顕
著
に
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
外
、
　
「
小
説
中
、
人
物
と
人
物
と
の
間
に
存
す
る
主
客
」
に
つ
い
て
の
言
及
、
　
「
小
説
中
、
人
物
と
人
事
と
の
権
衡
」
’
に
つ
い
て

の
言
及
に
も
、
実
作
者
鴎
外
の
風
貌
は
現
れ
て
い
る
。
特
に
前
者
で
は
、
忍
月
の
「
二
葉
亭
氏
の
『
め
ぐ
り
あ
ひ
』
」
　
（
『
国
民
之
友
』

41

?
A
明
2
2
・
2
・
1
2
）
と
「
『
文
庫
』
の
京
人
形
」
の
一
節
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
　
「
最
も
価
値
あ
る
の
点
は
本
篇
の
主
と
な
る
べ
き

佳
人
、
客
と
な
り
却
つ
て
客
と
な
る
べ
き
著
者
主
と
な
る
に
在
り
之
を
別
言
す
れ
ば
形
と
な
る
べ
き
も
の
影
と
な
り
影
却
つ
て
形
と
な
る

に
在
り
」
　
（
コ
一
葉
亭
氏
の
『
め
ぐ
り
あ
ひ
』
L
）
や
「
山
を
描
か
ん
と
欲
せ
ぱ
宜
し
く
山
を
描
く
べ
し
焉
ん
ぞ
川
を
描
い
た
ば
か
り
に

て
山
を
描
け
り
と
い
ふ
を
得
ん
や
」
　
（
「
『
文
庫
』
の
京
人
形
」
）
の
趣
旨
を
「
客
を
細
写
し
て
人
に
主
を
推
知
せ
し
む
る
は
奇
な
り
、

さ
れ
ど
客
を
の
み
描
き
て
主
を
忘
れ
た
ら
ん
や
う
な
る
は
悪
し
と
い
ふ
こ
と
な
ら
む
」
と
捉
え
た
鴎
外
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
正
写
は
常
に
し
て
側
写
は
変
な
り
変
は
則
ち
時
に
こ
れ
を
用
ゐ
て
妙
な
ら
ぬ
に
あ
ら
ね
ど
時
と
し
て
又
た
其
弊
に
勝
へ
ざ
る
こ
と
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あ
り

　
鴎
外
が
引
用
し
た
コ
一
葉
亭
氏
の
『
め
ぐ
り
あ
ひ
』
L
の
一
節
に
続
く
部
分
で
忍
月
は
、
　
「
本
篇
を
読
む
者
請
ふ
其
形
を
見
ず
し
て
其

影
を
見
よ
其
外
を
見
ず
し
て
其
内
を
見
よ
」
と
述
べ
、
作
者
が
観
察
し
、
描
写
し
た
事
件
の
真
相
や
人
物
の
実
体
を
読
み
取
る
こ
と
の
重

要
性
を
説
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
忍
月
の
言
わ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
鴎
外
の
捉
え
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

恐
ら
く
鴎
外
の
狙
い
は
、
「
客
」
を
「
細
写
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
主
」
を
読
者
に
「
推
知
」
さ
せ
る
方
法
「
側
写
」
の
「
妙
」
と
「
弊
」

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
忍
月
の
評
言
の
都
合
の
い
い
部
分
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
鴎
外
の
言
う
「
側
写
」
は
、
や
や
説
明
不
足
の
感
は
免
れ
ぬ
が
、
　
「
主
」
を
読
者
に
「
推
知
」
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
一

種
の
謎
解
き
の
要
素
を
含
ん
だ
も
の
と
な
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
文
つ
か
ひ
」
に
お
け
る
イ
・
ダ
の
謎
解
き
の
過
程
は
、
「
側
写
」

に
つ
な
が
る
も
の
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
に
も
や
は
り
、
鴎
外
の
実
作
者
的
側
面
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
例
は
、
も
ち
ろ
ん
忍
月
ら
の
見
解
へ
の
批
評
と
い
う
形
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
前
半
の
「
想
」
「
実
」
と
い
う

よ
う
な
原
論
的
問
題
を
め
ぐ
る
発
言
で
の
、
遠
回
し
に
で
は
あ
る
が
相
手
を
批
判
す
る
と
い
う
姿
勢
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
忍
月
ら
の

見
解
は
あ
く
ま
で
も
参
考
程
度
に
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
鴎
外
は
き
わ
め
て
自
由
に
、
積
極
的
に
、
実
作
者
と
し
て
の
意
見
を
述

べ
た
の
で
あ
る
。
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結

び

　
明
治
二
十
二
年
一
月
の
「
小
説
論
」
発
表
以
来
、
一
貫
し
て
「
想
」
　
「
実
」
の
弁
別
と
い
う
彼
の
文
学
観
の
基
本
核
と
で
も
言
う
べ
き

問
題
を
主
張
す
る
こ
と
に
意
を
注
い
で
き
た
鴎
外
は
、
　
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
に
至
っ
て
漸
く
作
家
鴎
外
の
一
面
を
見
せ
始



め
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
忍
月
を
は
じ
め
と
す
る
他
者
の
発
言
へ
の
評
言
と
い
う
形
を
借
り
て
の
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
体
系
的
に

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
が
、
彼
の
考
え
て
い
た
小
説
の
具
体
的
な
像
が
、
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
同

時
に
、
鴎
外
と
忍
月
と
の
関
係
に
限
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
後
展
開
さ
れ
る
「
舞
姫
」
　
「
う
た
か
た
の
記
」
　
「
文
つ
か
ひ
」
を
め
ぐ
る

論
争
で
の
両
者
の
対
立
の
淵
源
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
　
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
に
お
け
る

忍
月
の
見
解
に
対
す
る
鴎
外
の
評
言
は
、
き
わ
め
て
重
い
意
味
を
持
つ
。

　
さ
て
、
残
さ
れ
た
課
題
は
、
鴎
外
が
抱
い
て
い
た
小
説
観
な
り
文
学
観
な
り
が
実
作
に
ど
の
よ
う
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点

で
あ
り
、
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
に
見
え
隠
れ
し
て
い
た
鴎
外
、
忍
月
の
対
立
の
萌
芽
が
そ
の
後
ど
う
展
開
し
た
か
で
あ
る
。

　
第
一
の
課
題
に
対
し
て
は
、
や
は
り
、
　
「
舞
姫
」
を
発
表
す
る
際
の
鴎
外
の
意
図
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
小
金
井
喜
美
子
に

「
森
於
菟
に
」
　
（
『
文
学
』
昭
1
1
・
6
）
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
朗
読
さ
れ
る
「
舞
姫
」
を
聞
く
家
族
の
反
応
が
写
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
少
な
く
と
も
小
金
井
喜
美
子
や
家
族
た
ち
が
、
　
「
舞
姫
」
を
現
実
の
「
エ
リ
ス
」
問
題
と
重
ね
合
わ
せ
て

考
え
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
ち
ら
ち
ら
同
僚
な
ど
の
噂
に
の
ぼ
る
の
で
、
ご
自
分
か
ら
さ
つ
ば
り
と
打
明
け
た
お
積
で

せ
う
」
と
い
う
喜
美
子
の
こ
と
ば
は
、
森
家
の
人
々
の
作
品
の
受
け
取
り
方
を
ほ
ぼ
代
弁
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
、
　
「
舞
姫
」
の

持
つ
〈
自
家
用
〉
小
説
と
し
て
の
要
素
の
打
ち
消
し
が
た
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
数
多
く
の
「
舞
姫
」
論
を
前
に
し
て
思
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
は
、
　
「
エ
リ
ス
伝
説
の
投
影
の
中
で
、
も
っ
ぱ
ら
人
生
的
視
座
か
ら
読
ん
で
し
ま
っ
た
誤
解
に
発
す
る
混
乱
」
や
「
作
家
の
伝
記
研
究

上
の
一
資
料
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
、
な
か
ん
ず
く
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ス
問
題
の
真
相
解
明
へ
の
鍵
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
と
い
う

や
嘉
」
が
あ
ま
り
に
も
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
こ
の
よ
う
に
・
「
舞
姫
」
姦
外
の
私
小
説
と
し
て
読
む
限
り
、
「
舞
姫
」
執
筆

の
真
の
意
図
は
、
容
易
に
は
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
い
わ
ゆ
る
「
エ
リ
ス
」
事
件
が
「
舞
姫
」
創
作
の
直
接
的
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卵

機
と
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
　
「
舞
姫
」
を
執
筆
す
る
時
の
鴎
外
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
素
材
と
し
て
の
意
味
に



重
，
を
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
・
運
の
文
学
評
論
を
警
て
自
易
文
学
観
を
表
明
し
て
き
た
鴎
外
が
へ
「
舞
姫
」
執
筆
鷺
抱
m

い
て
い
た
最
も
大
き
な
問
題
は
、
作
品
を
通
し
て
現
実
の
問
題
に
つ
い
て
の
何
か
を
打
ち
明
け
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
へ
む
し
ろ
〈
自
家
　
2

用
〉
小
説
と
し
て
読
ま
れ
得
る
よ
う
な
素
材
を
い
か
に
芸
術
作
品
・
文
学
作
品
と
し
て
形
象
化
す
る
か
に
あ
っ
た
、
と
考
え
た
い
の
で
あ

る
。　

第
二
の
課
題
に
対
し
て
は
、
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
舞
姫
」
　
（
『
国
民
之
友
』
・
η
号
、
明
2
3
・
2
・
3
）
で
忍
月
が
問
題
に
し

た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
忍
月
の
提
起
し
た
問
題
点
は
、
長
谷
川
泉
氏
に
よ
っ
て
極
め
て
手
際
よ
く
要
約
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
更
に
要
約

す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
（
一
）
太
田
は
「
小
心
的
臆
病
的
の
人
物
」
で
「
性
質
は
寧
ろ
謹
直
慈
悲
の
傾
向
」
が
あ
り
、
　
「
恩
愛
の
情
に
切
な
る
も
の
」
が
あ

　
り
、
「
処
女
た
る
事
」
（
S
ロ
ロ
o
q
時
鍵
ロ
匡
o
げ
吋
巴
け
）
を
重
ん
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
太
田
が
エ
リ
ス
を
棄
て
て
帰
東
す
る
こ
と
は
、
人

　
物
と
境
遇
と
行
為
と
の
関
係
が
支
離
滅
裂
で
あ
る
。
著
者
は
「
詩
境
と
人
境
と
の
区
別
あ
る
を
知
ツ
て
、
之
を
実
行
す
る
に
当
ツ
て
は

　
終
に
区
別
あ
る
を
忘
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
二
）
主
人
公
の
人
物
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
　
「
物
ふ
る
れ
ば
縮
み
て
避
け
ん
と
す
る
我
心
は
臆
病
な
り
云
々
」
の
記
述
と
、

　
の
ち
に
出
て
く
る
「
果
断
」
や
「
抗
抵
」
と
い
う
性
格
規
定
は
矛
盾
撞
着
す
る
。

　
　
（
三
）
　
「
舞
姫
」
の
テ
ー
マ
は
、
太
田
が
変
愛
と
功
名
と
の
相
関
に
悩
む
点
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
太
田
の
「
生
立
の
状
況
洋
行
の

　
原
因
就
学
の
有
様
」
な
ど
を
述
べ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
無
用
で
あ
る
。

　
　
（
四
）
　
「
舞
姫
」
の
重
要
な
部
分
は
太
田
の
繊
悔
に
あ
り
、
舞
姫
エ
リ
ス
は
太
田
の
臓
悔
に
よ
っ
て
生
じ
た
陪
賓
で
あ
る
。
従
っ
て

　
「
舞
姫
」
と
い
う
表
題
は
不
穏
当
で
あ
る
。



　
　
　
（
五
）
　
「
屋
上
の
禽
」
と
い
う
語
は
無
理
の
熟
語
で
あ
る
。

　
忍
月
は
ま
ず
作
品
の
本
質
的
な
問
題
に
触
れ
、
　
（
二
）
以
降
で
次
第
に
外
面
的
な
些
細
な
問
題
に
移
っ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
の
批
判
の

中
心
は
、
　
「
詩
境
と
人
境
」
の
区
別
、
人
物
と
境
遇
と
行
為
と
の
関
係
、
主
人
公
の
性
格
の
一
貫
性
と
い
っ
た
点
に
置
か
れ
て
い
た
。
忍

月
の
論
が
明
快
な
論
理
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
や
や
疑
問
に
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
指
摘
自
体
は
、
小
説
の

構
造
や
人
物
の
描
写
を
考
え
る
際
に
触
れ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
論
争
自
体
は
、
鴎
外
の
反
論
の
恣
意
性
に
よ
っ
て

論
点
が
ず
れ
て
い
く
が
、
忍
月
の
「
舞
姫
」
評
が
発
表
さ
れ
た
段
階
で
は
、
作
品
世
界
を
構
築
し
て
い
く
上
で
作
家
主
体
が
ど
う
い
う
方

法
を
用
い
る
か
と
い
つ
た
技
法
上
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
に
発
展
す
る
可
能
性
を
十
分
に
秘
め
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、

萌
治
二
＋
ご
年
批
評
家
の
詩
眼
」
中
の
後
半
部
分
で
示
さ
れ
た
、
忍
月
の
見
解
に
対
す
る
鴎
外
の
評
言
に
も
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
。
．

従
っ
て
・
蓼
に
お
け
る
両
者
の
応
酬
を
検
討
す
る
・
」
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要
な
の
慕
、
そ
れ
以
前
の
両
者
の
対
立
点
〆
暴
姫
L
論
争

に
ど
う
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
か
に
こ
だ
わ
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
．
’

　
以
上
・
大
ま
か
な
形
で
は
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
述
べ
て
み
た
。
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
，

た
い
。

注

戸　
〆

（
1
）
　
『
若
き
日
の
森
鴎
外
』
　
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
4
4
．
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
2
）
　
小
堀
桂
一
郎
氏
は
、
忍
月
、
不
知
庵
に
対
す
る
鴎
外
の
評
語
に
つ
い
て
、
「
『
実
際
』
『
理
想
』
の
二
概
念
の
操
作
に
よ
っ
て
文
学
論
を
判
定
し
て

　
　
ゆ
こ
う
と
し
た
と
き
の
鴎
外
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
忍
月
は
く
魚
と
熊
掌
を
兼
得
む
と
欲
し
∨
、
不
知
庵
は
く
壁
を
留
め
て
櫃
を
返
さ
ん
と
欲

　
　
す
V
る
も
の
で
あ
り
、
理
論
だ
け
を
と
れ
ば
忍
月
の
く
華
あ
り
実
あ
る
V
詩
的
要
求
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
不
知
庵
の
理
想
派
的
情

　
　
熱
は
そ
の
文
章
を
し
て
忍
月
の
形
式
的
な
議
論
を
し
の
ぐ
も
の
た
ら
し
め
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
文
学
観
本
来
の
評
価
と
は
関
係
の
な
い
文
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
上
の
品
定
め
に
よ
り
両
者
に
適
当
に
花
を
持
た
せ
た
形
に
な
っ
た
」
（
『
若
き
日
の
森
鴎
外
』
、
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
て
い
る
。
傍
点
部
の
よ
う
な
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捉
え
方
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
文
脈
の
上
か
ら
見
る
と
は
な
は
だ
疑
問
に
思
わ
れ
る
。

（
3
）
　
「
石
橋
忍
月
の
文
学
意
識
」
　
（
『
明
治
期
の
文
芸
評
論
』
八
木
書
店
、
昭
4
6
・
5
）

（
4
）
　
谷
沢
永
一
「
石
橋
忍
月
の
文
学
意
識
」
　
（
前
出
）

（
5
）
　
忍
月
の
立
論
の
か
な
り
重
要
な
部
分
が
、
道
遙
の
『
小
説
神
髄
』
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
・
次
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
窮
い
知

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
妹
と
背
鏡
を
読
む
」
　
（
『
女
学
雑
誌
』
4
7
号
、
明
2
9
・
1
・
1
5
）
に
お
い
て
「
小
説
は
素
と
人
情
を
穿
っ
を
以
て

　
　
主
と
す
れ
ば
、
寓
意
誠
誠
を
要
せ
ざ
る
が
如
し
と
錐
も
、
寓
意
謝
誠
な
き
の
小
説
は
、
体
あ
り
て
神
な
き
者
也
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は

　
　
明
ら
か
に
「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
」
と
い
う
『
小
説
神
髄
』
の
章
句
を
踏
襲
し
て
い
る
し
、
「
寓
意
」
「
誠
誠
」
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
も
、
『
小

　
　
説
神
髄
』
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
ま
た
、
忍
月
の
評
論
の
特
色
と
も
言
え
る
人
物
論
に
は
、
『
小
説
神
髄
』
中
の
「
主
人
公
の

　
　
設
置
」
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
「
藪
鶯
の
細
評
」
（
『
国
民
之
友
』
2
5
号
付
録
、
明
2
1
・
7
・
6
）
の
「
藪
鶯
に
は
主
人
公
な
し
。

　
　
主
人
公
と
は
何
ぞ
や
。
日
く
、
全
篇
を
支
配
し
、
全
篇
を
構
造
す
る
所
の
人
物
な
り
」
と
い
う
記
述
は
、
『
小
説
神
髄
』
の
「
主
人
公
と
は
何
ぞ
や
。

　
　
小
説
中
の
眼
目
と
な
る
人
物
是
れ
な
り
。
　
（
中
略
）
主
人
公
欠
け
た
ら
む
に
は
、
彼
の
小
説
に
て
必
要
な
る
脈
絡
通
徹
と
い
ふ
事
を
ば
ほ
と
く
行

　
　
ふ
を
得
ざ
れ
ば
な
り
」
と
い
う
部
分
と
よ
く
似
て
い
る
。
更
に
、
『
小
説
神
髄
』
で
は
、
複
数
の
主
人
公
の
例
と
し
て
、
「
一
部
の
中
に
磐
多
の
男

　
　
本
尊
を
設
く
る
事
あ
り
。
『
八
犬
伝
』
、
『
巡
島
記
』
、
『
大
内
十
杉
伝
』
、
『
尼
子
九
牛
士
伝
』
並
び
に
『
水
濡
伝
』
等
是
れ
な
り
」
と
記
し
て
い
る
が
、

　
　
忍
月
も
「
数
人
を
以
っ
て
主
人
公
と
な
す
時
は
、
八
犬
伝
の
八
犬
士
に
於
け
る
が
如
く
」
と
、
道
遙
の
用
例
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ん
で
い
る
。
こ
の

　
　
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
忍
月
の
文
学
観
の
基
礎
に
は
『
小
説
神
髄
』
が
か
な
り
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
め
お
と
し

（
6
）
　
「
浮
雲
第
二
篇
の
褒
疑
三
」
　
（
『
女
学
雑
誌
』
皿
号
、
明
2
1
・
3
・
1
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
め
お
と
し

（
7
）
　
「
浮
雲
第
二
篇
の
褒
疑
一
」
　
（
『
女
学
雑
誌
』
9
9
号
、
明
2
1
・
3
・
3
）

（
8
）
　
磯
貝
英
夫
氏
の
「
鴎
外
の
批
評
運
動
二
」
　
（
『
森
鴎
外
－
明
治
二
十
年
代
を
中
心
に
ー
』
明
治
書
院
、
昭
5
4
・
1
2
）
に
、
「
か
れ
は
、
芸
術

　
　
を
自
然
と
道
徳
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
異
常
な
ほ
ど
拘
執
し
て
い
る
が
、
自
然
と
道
徳
は
、
と
も
に
、
現
世
上
の
事
実
で
あ
り
、
約
束
ご
と
で
あ

　
　
る
。
そ
れ
と
区
別
す
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
芸
術
世
界
を
現
世
か
ら
超
越
し
た
理
想
界
と
し
て
自
立
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
指
摘

　
　
が
あ
る
。

（
9
）
　
「
忍
月
居
士
の
入
彩
を
祝
し
て
」
　
（
『
江
湖
新
聞
』
明
2
3
・
3
・
2
6
）

（
1
0
）
　
十
川
信
介
「
石
橋
忍
月
1
『
想
実
論
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
4
4
・
5
）

（
1
1
）
　
コ
肩
橋
忍
月
1
『
想
実
論
』
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
前
出
）
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（
1
2
）
　
「
舞
姫
」
（
『
国
民
之
友
』
7
2
号
、
明
2
3
・
2
・
3
）

（
1
3
）
　
鴎
外
が
ハ
ル
ト
マ
ン
を
最
初
に
援
用
し
た
論
文
は
、
「
外
山
正
一
氏
の
画
論
を
駁
す
」
　
（
『
志
が
ら
み
草
紙
』
明
2
3
・
5
）

　
　
氏
の
画
論
を
再
評
し
て
諸
家
の
駁
説
に
芳
及
す
」
（
『
志
が
ら
み
草
紙
』
明
2
3
・
6
）
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
「
新
著
百
種
の
『
色
臓
悔
』
一
」
　
（
『
国
民
之
友
』
4
8
号
、
明
2
2
・
4
・
2
2
）

（
1
5
）
　
「
紅
葉
山
人
の
『
色
餓
悔
』
　
（
其
二
）
」
　
（
『
女
学
雑
誌
』
瑚
号
、
明
2
2
・
4
・
2
7
）

（
1
6
）
　
蒲
生
芳
郎
「
『
舞
姫
』
私
見
1
そ
の
出
発
時
に
お
け
る
鴎
外
の
『
文
学
』
の
構
想
ー
ー
」
（
『
文
学
』
昭
4
2
・
1
0
）

（
1
7
）
　
小
堀
桂
一
郎
『
若
き
日
の
森
鴎
外
』
　
（
前
出
）

（
1
8
）
　
長
谷
川
泉
「
『
舞
姫
』
の
顕
匿
」
（
『
続
森
鴎
外
論
考
』
明
治
書
院
、
昭
4
2
・
1
2
）

お
よ
び
「
外
山
正
一

（
お
ぐ
ら
・
ひ
と
し
／
専
任
講
師
）
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