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中
戸
川
吉
二
考
（
一
）

―
―
「
友
情
」
の
中
の
読
者

鈴　

木　

裕　

人

　

中
戸
川
吉
二
が
文
壇
へ
で
る
ま
で
の
道
の
り
と
、
そ
れ
に
深
く
関
わ
る
里
見
弴
と
の
交
流
の
あ
り
さ
ま
は
、
中
戸
川
の
「
里
見
弴
と
私
」（

１
）に

詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
中
戸
川
曰
く
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
に
、
中
戸
川
が
小
説
の
発
表
を
頼
も
う
と
里
見
を
訪
ね
た
。
中
戸
川
の
自

信
作
を
里
見
は
時
期
尚
早
と
判
断
し
、
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
以
来
親
交
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
里
見
か
ら
習
作
の
批
評

を
得
た
り
、
文
学
談
義
を
交
わ
し
た
り
す
る
内
に
、
中
戸
川
も
新
進
作
家
と
し
て
世
に
認
め
ら
れ
、「
里
見
弴
氏
の
風
格
を
伝
へ
た
、
毛
彫
り
の

如
き
心
理
描
写
に
長
じ
て
ゐ
る
」
（
２
）

と
評
さ
れ
る
ま
で
に
成
長
し
た
。
こ
の
頃
に
は
中
戸
川
と
里
見
と
の
仲
は
文
壇
内
外
に
知
ら
れ
る
ほ
ど
親
密

で
あ
っ
た
の
だ
が
、
と
あ
る
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
結
局
二
人
は
仲
違
い
を
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

中
戸
川
の
評
伝
的
な
文
章（
３
）を

み
る
と
、
里
見
と
の
絶
交
の
原
因
は
、
里
見
が
中
戸
川
に
対
し
て
「
弟
子
扱
ひ
に
し
た
態
度
」
を
示
し
た
こ
と

へ
の
不
満
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
だ
。
中
戸
川
の
『
北
村
十
吉
』（
４
）に

書
い
て
あ
る
こ
と
が
根
拠
と
な
る
ら
し
い
。
中
戸
川
は
自
伝
的
な
題
材
を
多

く
用
い
る
た
め
、
そ
の
小
説
作
品
は
知
ら
れ
ざ
る
彼
の
動
向
を
窺
う
た
め
の
資
料
と
し
て
自
明
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
戸
川
吉

二
研
究
の
特
徴
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、『
北
村
十
吉
』
を
例
と
し
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、「
弟
子
扱
ひ
に
し
た
態
度
」
の
象
徴
的
行
為
と
し
て
示
さ
れ
る
、作
の
終
盤
に
Ｓ
氏
（
里

見
）
が
十
吉
（
中
戸
川
）
へ
要
求
し
た
、
手
を
つ
い
た
謝
罪
と
い
う
動
作
が
、
実
は
、
先
輩
作
家
の
Ｉ
氏
（
泉
鏡
花
）
の
顔
を
立
て
る
た
め
に
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手
を
つ
い
た
Ｓ
氏
の
所
作
の
反
復
で
あ
る
こ
と
に
気
付
け
ば
、『
北
村
十
吉
』
に
は
小
説
的
な
結
着
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
認
め
ざ
る
を
得

な
い
。
作
中
の
記
述
を
信
頼
す
る
な
ら
ば
、謝
罪
を
求
め
る
Ｓ
氏
か
ら
の
手
紙
を
目
に
す
る
前
に
入
稿
し
た
、新
聞
連
載
三
五
回
分
に
あ
た
る
『
北

村
十
吉
』
の
第
一
章
は
恋
人
と
の
出
会
い
や
逢
引
き
に
終
始
し
、
Ｓ
氏
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
物
語
は
示
さ
れ
な
い
の
だ
。
Ｓ
氏
が
印
象
的
に
描

出
さ
れ
る
の
は
三
章
へ
入
っ
て
か
ら
で
、
恋
愛
小
説
と
い
う
容
を
借
り
て
描
く
Ｓ
氏
と
の
軋
轢
と
い
う
作
品
の
方
向
は
こ
こ
で
よ
う
や
く
示
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
北
村
十
吉
』
内
の
出
来
事
を
事
実
と
し
、
十
吉
の
煩
悶
を
中
戸
川
の
実
感
と
し
て
読
む
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
中
戸
川
は

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
、
も
う
一
人
の
当
事
者
で
あ
る
里
見
の
目
に
触
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
節
が
あ
る
。
た
だ
し

今
回
は
、『
北
村
十
吉
』
を
用
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
読
者
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
作
中
に
描
き
出
さ
れ
た
読
者
の
姿
を
確
認
す
る

こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
中
戸
川
の
創
作
を
モ
デ
ル
小
説
あ
る
い
は
事
実
の
記
述
と
し
て
し
か
捉
え
て
こ
な
か
っ
た
批
評
家
・
研
究
家
の
瑕
疵
を

顕
在
化
さ
せ
る
と
共
に
、
中
戸
川
の
小
説
の
方
法
に
そ
の
原
因
を
探
る
。

　

ま
ず
は
、
中
戸
川
の
短
篇
の
中
で
も
自
伝
的
色
彩
が
濃
い
と
評
さ
れ
て
き
た
「
友
情
」（
５
）を
読
み
直
し
て
み
る
。『
北
村
十
吉
』
と
い
う
表
現
方

法
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
は
そ
れ
か
ら
で
も
遅
く
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　

＊

　

同
時
代
に
お
け
る
中
戸
川
作
品
の
読
ま
れ
方
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
先
に
挙
げ
た
「
毛
彫
り
の
如
き
心
理
描
写
」（
６
）や

、「
中・

・

・
戸
川
氏
は
巧
の

人
」（
７
）と

い
う
よ
う
に
、
中
戸
川
は
小
説
技
法
・
文
章
表
現
技
巧
の
面
で
評
価
を
得
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
作
品
を
読
む
と
、
読
者
の
興
味

は
あ
る
一
点
へ
と
集
中
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
四
月
号
の
雑
誌
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
中
戸
川
吉
二
の
「
自
嘲
」
が
、
翌
月
号
の
「
創
作
合
評
」（
８
）で
ち
ょ
っ
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と
し
た
議
論
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
小
説
作
品
の
読
み
方
に
関
す
る
も
の
で
、
菊
池
寛
と
中
村
武
羅
夫
と
の
間
で
次
の
や
り
取
り
が
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

菊
池
。
我
々
の
小
説
は
誰
の
で
も
、
そ
の
人
の
ほ
か
の
作
品
を
も
背
景
と
し
て
讀
ま
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
思
ふ
。

中
村
。
私
は
作
者
を
知
る
と
知
ら
な
い
と
に
拘
ら
ず
、
作
品
そ
の
も
の
が
獨
立
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
、
價
値
が
少
な
い
と
思
ふ
。

　
『
新
潮
』
五
月
号
の
「
創
作
合
評
」
は
、前
月
に
各
誌
に
発
表
さ
れ
た
小
説
作
品
を
合
評
形
式
で
批
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
評
者
は
右
の
二
人
に
、

正
宗
白
鳥
、
久
保
田
万
太
郎
、
中
戸
川
吉
二
、
久
米
正
雄
、
水
守
亀
之
助
を
加
え
た
七
人
で
、「
自
嘲
」
の
他
に
は
、
佐
藤
春
夫
「
佗
し
す
ぎ
る
」、

武
者
小
路
実
篤
「
楠
正
成
」、
芥
川
龍
之
介
「
お
し
の
」
等
二
一
作
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
自
嘲
」
は
『
北
村
十
吉
』
以
後
の
久
々
の
短
篇
で
、
書
け
な
い
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
。
そ
の
筋
は
、
創
作
は
も
と
よ
り
小
説
を
読
む
こ

と
す
ら
も
止
し
て
い
た
作
家
の
私
が
、
何
の
気
な
し
に
小
説
本
を
手
に
し
た
こ
と
か
ら
、
暫
く
ぶ
り
で
小
説
の
筆
を
執
る
気
に
な
っ
た
も
の
の
、

結
局
は
書
け
ず
に
い
る
と
い
う
も
の
。
作
中
に
は
私
の
友
人
で
あ
る
作
家
の
室
田
（
牧
野
信
一
）
が
登
場
し
、
宇
野
浩
二
『
山
戀
ひ
』
や
里
見

弴
『
直
輔
の
夢
』
な
ど
の
、
私
の
読
ん
だ
具
体
的
な
作
家
名
と
作
品
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
か
に
も
自
伝
的
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
等
遊
民
を

理
想
と
す
る
と
い
う
旨
の
漱
石
へ
の
言
及
に
加
え
て
、二
階
で
読
書
を
す
る
私
と
一
階
の
妻
と
の
関
係
は
『
明
暗
』
の
津
田
と
お
延
め
い
て
お
り
、

作
者
の
心
理
そ
の
も
の
の
反
映
と
み
る
に
は
や
は
り
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
作
品
だ
。

　

こ
の
作
へ
の
言
及
を
先
の
「
創
作
合
評
」
に
探
っ
て
み
る
と
、「（
引
用
者
、「
反
射
す
る
心
」
と
比
較
し
て
）
中
戸
川
君
が
反
省
し
だ
し
た
こ

と
が
い
ゝ
ぢ
や
な
い
で
す
か
」（
白
鳥
）
や
、「
以
前
よ
り
も
中
戸
川
君
に
油
が
抜
け
て
ゐ
る
と
思
ふ
」（
久
保
田
）
な
ど
と
、
作
家
の
他
の
作
品

と
の
比
較
を
行
っ
た
り
、「
樂
屋
小
説
だ
が
巧
い
こ
と
は
う
ま
い
」（
水
守
）
や
、「
中
戸
川
君
が
か
な
り
僻
み
を
感
じ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

思
ふ
ね
。
ど
う
も
假
設
敵
意
識
が
先
だ
つ
て
、
一
人
で
僻
み
を
起
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
い
け
な
い
」（
久
米
）
と
、
作
家
本
人
の
実
状
や
交
友
関
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係
に
つ
い
て
知
悉
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
感
想
が
述
べ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
彼
ら
の
指
摘
は
、
菊
池
の
「
中
戸
川
氏
と
し
て
、
さ
う
い
ふ

生
活
（
引
用
者
、
作
に
描
か
れ
る
「
退
嬰
的
な
生
活
」
の
こ
と
）
に
苛
々
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
變
る
ん
だ
と
思
ふ
」
に
読
み

取
る
こ
と
の
で
き
る
、
作
中
の
私
イ
コ
ー
ル
中
戸
川
と
い
う
認
識
に
則
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

菊
池
に
対
抗
し
て
い
る
中
村
武
羅
夫
の
視
点
は
他
の
五
人
と
は
異
な
る
も
の
と
な
る
は
ず
な
の
だ
が
、
実
際
に
は
次
に
引
く
意
見
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。

（
前
略
）
中
戸
川
氏
の
や
う
な
年
少
気
鋭
で
あ
る
べ
き
人
が
、今
か
ら
、か
う
い
ふ
退
嬰
的
な
生
活
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
惡
い
こ
と
だ
。

あ
ゝ
い
ふ
だ
ら
し
な
さ
で
、
然
も
作
品
に
だ
け
は
う
ま
く
書
い
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
作
者
前
途
の
た
め
に
よ
く
な
い
。

　

作
品
か
ら
中
戸
川
の
言
葉
を
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
中
村
の
姿
勢
は
菊
池
の
そ
れ
に
等
し
い
。「
自
嘲
」
に
対
す
る
六
人
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、

先
に
引
用
し
た
菊
池
の
提
言
が
、
合
評
者
全
体
の
小
説
作
品
の
読
み
方
を
総
括
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
こ
の
よ
う
な
評
言
は
ひ
と
り
菊
池
に
の
み
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
戸
川
を
批
評
す
る
者
す
べ
て
に
付
い
て
回
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
宅
周
太
郎
の
「
中
戸
川
吉
二
論
」（
９
）を

引
く
と
、「
中
戸
川
吉
二
は
、作
者
と
そ
の
作
品
と
が
同
一
な
點
で
珍
し
い
。
つ
ま
り
、

中
戸
川
イ
コ
オ
ル
作
品
、
作
品
イ
コ
オ
ル
中
戸
川
だ
。
そ
こ
に
微
塵
、
嘘
僞
り
が
な
い
。
も
つ
と
く
ど
く
云
ふ
と
、
中
戸
川
吉
二
の
藝
術
を
論

じ
る
事
は
、
中
戸
川
吉
二
の
爲ひ
と
と
な
り人を

論
じ
る
事
だ
」
と
あ
る
。
私
小
説
や
心
境
小
説
批
評
の
通
例
と
し
て
作
品
を
作
家
の
鏡
と
し
て
読
む
傾
向

が
定
着
し
た
中
で
も
、
中
戸
川
の
読
ま
れ
方
に
は
そ
の
傾
向
が
特
に
よ
く
現
れ
て
い
た
。

　

三
宅
が
人
物
批
評
で
指
摘
し
た
「
中
戸
川
イ
コ
オ
ル
作
品
」
と
い
う
見
方
が
、
作
品
へ
の
興
味
を
掻
き
立
て
る
場
合
も
あ
っ
た
。
佐
藤
春
夫

は
「
創
作
月
旦
」）
（1
（

で
、
中
戸
川
の
作
品
（「
反
射
す
る
心
」）
は
解
ら
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、「
読
み
つ
づ
け
た
の
は
、
こ
の
作
品
は
ど
う
や
ら

作
者
そ
の
人
の
生
活
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
も
の
ら
し
い
と
い
ふ
興
味
か
ら
」だ
と
明
か
し
て
い
る
。
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本）
（（
（

の『
反
射
す
る
心
』
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の
三
頁
に
は
、
文
中
の
「
重
見
さ
ん
」
か
ら
線
を
引
き
欄
外
に
「
里
見
氏
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
書
き
込
み
は
、
合
評
や
各
種
文

芸
批
評
を
介
し
て
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
仕
掛
け
た
形
の
佐
藤
春
夫
的
興
味
が
、
一
般
の
読
者
の
間
に
も
広
が
っ
て
い
た
例
と
し
て
み
て
も

よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
が
お
お
よ
そ
の
、
同
時
代
に
お
け
る
中
戸
川
や
彼
の
作
品
へ
の
興
味
お
よ
び
評
価
で
あ
る
。

　
　
　

＊

　

中
戸
川
の
「
友
情
」
は
、
中
戸
川
研
究
に
い
ち
早
く
着
手
し
た
森
本
修
に
よ
っ
て
「
彼
の
のマ
マ

自
敍
傳
小
説
の
集
大
成
を
意
圖
し
た
も
の
で
あ

つ
た
」）
（1
（

と
評
さ
れ
る
小
説
集
『
友
情
』（
新
潮
社
、
大
正
一
〇
年
四
月
）
の
表
題
作
で
あ
る
。「
友
情
」
を
要
約
す
る
の
は
難
し
い
が
、
次
の
よ

う
に
な
る
。
吉
川
と
友
人
の
山
村
は
、
山
村
の
尽
力
で
地
方
へ
逃
が
し
て
や
っ
た
、
二
人
の
友
人
・
牛
島
と
お
種
（
二
人
の
関
係
は
姦
通
に
あ

た
る
）
が
再
び
上
京
し
て
く
る
と
聞
く
と
、
お
種
の
夫
・
時
本
に
捕
ま
り
や
し
な
い
か
と
あ
れ
こ
れ
心
配
を
す
る
。
し
か
し
実
際
に
彼
ら
が
東

京
へ
来
て
み
る
と
、
吉
川
に
は
次
第
に
山
村
へ
頼
り
き
り
の
牛
島
と
お
種
に
対
す
る
反
感
が
生
れ
て
く
る
。

　

こ
の
作
を
読
む
際
に
は
、
森
本
の
指
摘
通
り
の
モ
デ
ル
小
説
と
し
て
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
ま
ず
は
矢
部
登
「
中
戸
川
吉
二

の
友
情
」）
（1
（

を
み
て
み
よ
う
。

　

じ
っ
さ
い
、
中
戸
川
吉
二
の
小
説
は
、
い
く
つ
か
読
ん
で
親
し
ん
で
く
る
と
、
作
中
人
物
が
あ
る
て
い
ど
想
像
で
き
て
、
興
味
を
そ
そ

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
だ
れ
だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
り
す
る
。『
友
情
』
に
は
「
中
戸
川
吉
二
年
譜
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
な
お
さ

ら
で
、
そ
の
前
文
に
は
、《
此
の
本
の
性
質
上
、
或
る
種
の
読
者
に
興
味
あ
る
こ
と
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
》、
と
書
か
れ
て
い
た
。

　

二
十
六
歳
の
中
戸
川
吉
二
は
、
自
叙
伝
小
説
を
意
識
し
て
、
年
譜
を
附
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
読
者
と
し
て
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
、
私

も
そ
の
《
或
る
種
の
読
者
》
の
ひ
と
り
で
あ
る
か
ら
。
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矢
部
が
い
う
通
り
「
友
情
」
に
は
、「
木
田
を
描
い
た
「
わ
か
れ
」
や
山
村
と
出
会
っ
た
こ
ろ
を
髣
髴
と
さ
せ
る
「
晩
春
」（「
新
潮
」
大
正
十

年
六
月
号
）、「
放
蕩
児
」（「
改
造
」
大
正
八
年
十
月
号
）、「
嫉
妬
」（
大
正
八
年
一
月
作
）
な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
」
部
分
が
あ
り
、そ
れ
以
外
に
も
、

「
犬
に
顔
な
め
ら
れ
る
」）
（1
（

に
書
か
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
た
り
、「
春
」）
（1
（

に
お
け
る
吉
川
や
、後
の
「
荷
風
の
こ
と
」）
（1
（

を
思
わ
せ
た
り
も
し
、

「
友
情
」
な
い
し
『
友
情
』
に
は
「
自
叙
伝
小
説
」
ら
し
い
趣
が
多
分
に
見
ら
れ
る
。

　

短
篇
小
説
「
友
情
」
へ
の
興
味
を
矢
部
は
、「「
友
情
」
で
い
え
ば
、
吉
川
は
作
者
中
戸
川
吉
二
で
、
山
村
は
野
村
治
輔
だ
ろ
う
。
中
戸
川
吉

二
の
小
説
に
は
、
十
六
歳
で
識
っ
た
野
村
治
輔
と
の
友
情
を
軸
に
展
開
し
た
り
、
野
村
と
の
放
蕩
の
断
片
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
」
と
書
く
。

こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
問
題
や
実
生
活
へ
の
興
味
に
則
っ
た
読
み
方
を
し
て
い
る
の
は
矢
部
だ
け
で
は
な
い
。
矢
部
は
『
友
情
』
の
巻
末
に
付
さ

れ
た
「
中
戸
川
吉
二
年
譜
」
を
引
用
し
て
い
る
の
だ
が
、『
友
情
』
を
読
ん
だ
高
見
順
も
ま
た
日
記）
（1
（

に
同
じ
年
譜
を
書
き
写
し
、
モ
デ
ル
へ
の
興

味
を
告
白
し
て
い
る
し
、
中
戸
川
と
同
時
代
の
読
者
で
は
、
佐
々
木
茂
索
が
「
鬼
よ
、
か
な
棒
を
欲
し
が
れ
」）
（1
（

で
、
年
譜
に
「
興
味
を
惹
か
れ
」

た
と
明
か
し
、「
餘
り
に
私
が
謂
ふ
所
の
「
或
る
種
の
讀
者
」（
引
用
者
、矢
部
の
二
重
山
括
弧
部
）
で
あ
つ
た
」
こ
と
に
苦
笑
し
た
と
書
い
て
い
る
。

　

矢
部
に
よ
っ
て
山
村
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
野
村
治
輔
は
、矢
部
が
書
く
通
り
中
戸
川
と
十
代
か
ら
親
交
が
あ
り
、中
戸
川
が
作
家
と
し
て
立
ち
、

『
新
潮
』
が
「
中
戸
川
吉
二
氏
の
印
象
」）
（1
（

を
特
集
し
た
際
に
は
、
短
評
「
一
種
の
業
病
が
あ
る
」
を
寄
せ
て
い
る
。
里
見
弴
の
紹
介
で
春
陽
堂
に

勤
め
た
り
、
雑
誌
『
人
間
』
の
編
集
に
関
わ
っ
た
り
し
た
が
、
妻
（
岸
田
劉
生
の
姉
）
を
伴
い
大
阪
へ
落
ち
て
大
阪
毎
日
新
聞
社
へ
勤
め
た
後
、

実
作
で
の
文
学
的
野
心
を
果
た
す
こ
と
な
く
没
し
た
。『
友
情
』
で
は
、収
録
作
七
篇
の
内
三
篇
に
、野
村
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
山
村
が
登
場
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
友
情
」
に
対
す
る
読
者
の
関
心
の
中
心
は
、
作
中
人
物
の
モ
デ
ル
で
あ
る
中
戸
川
や
、
中
戸
川
の
諸
作
品
で
馴
染
み
と
な

る
彼
の
友
人
た
ち
へ
の
覗
き
見
的
な
興
味
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
戸
川
の
短
篇
小
説
を
横
断
し
た
「
自
敍
傳
小
説
の
集
大
成
」（
森
本
）
と
し
て

書
か
れ
た
「
友
情
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
増
幅
さ
れ
た
興
味
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
「
友
情
」
に
は
、
中
戸
川
の
作
品
と
し
て
は
遺
さ
れ
て
い
な
い
作
中
作
が
あ
る
。
矢
部
・
高
見
・
佐
々
木
に
は
、
作
中
作
へ
の
言
及

は
な
い
が
、
小
説
「
友
情
」
は
こ
の
作
中
作
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
モ
デ
ル
や
実
生
活
へ
の
関
心
を
焚
き
つ
け
る
か
た
ち
で
作
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品
へ
の
興
味
を
促
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
友
情
」
に
お
け
る
作
中
作
と
は
、
牛
島
と
お
種
が
上
京
し
て
く
る
少
し
前
に
吉
川
が
初
め
て
書
い
た
戯
曲
で
あ
る
。
戯
曲
を
読
ん
で
モ
デ
ル

探
し
を
す
る
役
が
与
え
ら
れ
た
の
が
、
他
で
も
な
い
作
中
人
物
の
山
村
だ
。
山
村
は
、「
あ
の
中
に
か
い
た
主
人
公
が
僕
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
だ

と
す
れ
ば
、
モ
デ
ル
と
し
て
の
不
服
は
あ
る
」
と
い
う
の
だ
が
、
吉
川
の
戯
曲
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

筋
は
、
事
實
と
空
想
と
が
な
い
ま
ぜ
に
な
つ
た
も
の
で
、
主
人
公
の
山
村
ら
し
い
人
物
が
、
副
主
人
公
の
こ
れ
も
牛
島
ら
し
い
人
物
の
戀

愛
事
件
に
好
意
を
持
つ
て
、
お
種
を
頭
に
お
い
て
描
い
た
副
主
人
公
の
戀
人
で
あ
る
人
妻
を
、
自
分
の
下
宿
に
お
い
て
や
り
、
二
人
を
駈

落
さ
せ
て
や
る
た
め
に
い
ろ
〳
〵
骨
を
折
つ
た
り
す
る
の
だ
が
、
そ
の
間
に
時
本
ら
し
い
人
物
が
子
供
を
つ
れ
て
主
人
公
の
下
宿
へ
訪
ね

て
來
た
り
し
て
、
い
ろ
〳
〵
主
人
公
が
苦
悶
す
る
場
面
が
あ
る
。
結
局
は
二
人
を
無
事
に
駈
落
ち
さ
せ
て
や
る
こ
と
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
、

大
體
、
主
人
公
は
前
か
ら
そ
の
人
妻
に
惚
れ
て
ゐ
る
。
人
妻
の
方
で
は
餘
計
に
主
人
公
を
戀
し
く
思
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
お
互
ひ
に
お
互

を
卑
下
し
て
ゐ
て
、
一
度
も
本
心
を
う
ち
明
け
あ
ふ
こ
と
は
な
か
つ
た
。

　

戯
曲
の
筋
と
な
る
出
来
事
は
、
作
中
現
実
の
駈
落
ち
騒
動
と
違
い
は
な
い
。
た
だ
、
吉
川
は
出
来
事
に
自
身
の
疑
問
と
願
望
を
さ
し
は
さ
む
。

そ
れ
が
「
戀
愛
事
件
に
は
あ
ま
り
に
人
間
放
れ
し
た
親
切
を
つ
く
し
た
山
村
の
、
心
理
状
態
に
對
す
る
疑
ひ
」
や
、「
美
し
い
お
種
が
、
人
妻
で

さ
へ
あ
る
お
種
が
、
牛
島
に
そ
れ
ほ
ど
熱
烈
な
戀
を
し
て
ゐ
る
や
う
に
は
、
思
ひ
た
く
な
い
氣
持
が
あ
つ
た
。
山
村
な
ら
價
す
る
け
れ
ど
も
」

と
い
う
思
い
で
あ
り
、
主
人
公
と
人
妻
の
恋
と
し
て
創
作
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

戯
曲
を
読
ん
だ
山
村
は
、
こ
の
創
作
を
「
藝
術
品
と
し
て
は
文
句
な
し
に
僕
は
感
心
し
た
」
の
だ
が
、
事
実
と
比
較
し
て
先
の
通
り
モ
デ
ル

の
側
か
ら
の
不
満
を
述
べ
た
。



― 92 ―

「
そ
り
や
か
う
だ
。
も
し
僕
が
あ
の
事
件
が
あ
つ
た
時
に
ス
マ
イ
ル
（
引
用
者
、
お
種
の
あ
だ
名
）
に
ラ
ヴ
し
て
ゐ
た
と
し
た
ら
、
た
ぶ
ん

君
が
書
い
た
通
り
の
行
動
を
し
た
に
違
ひ
な
い
と
云
ふ
こ
と
だ
…
…
…
…
」

「
そ
し
て
事
實
は
ど
う
な
ん
だ
」

「
事
實
は
ま
る
つ
き
り
僕
に
そ
ん
な
氣
持
は
な
か
つ
た
の
さ
。
そ
れ
を
疑
ふ
な
ん
て
君
も
よ
つ
ぽ
ど
ど
う
か
し
て
ゐ
る
ね
」
と
、
山
村
は
笑

ひ
出
し
て
、「
僕
は
實
際
牛
島
君
た
ち
の
事
件
で
は
純
粋
な
氣
持
で
働
い
て
や
つ
た
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
、
君
の
戯
曲
の
價
値
は
君
の
空
想
の

價
値
だ
よ
。
が
、
如
何
に
も
僕
が
經
驗
し
さ
う
な
氣
持
を
細
か
に
君
が
か
い
て
く
れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
僕
を
よ
く
理
解
し
て

ゐ
て
く
れ
る
と
思
つ
て
感
謝
す
る
よ
…
…
…
…
」

　

こ
の
時
点
で
、「
友
情
」
を
読
み
進
め
る
読
者
の
前
に
、
上
京
し
た
牛
島
と
お
種
が
時
本
に
捕
ま
る
か
否
か
、
ま
た
、
お
種
が
上
京
す
る
こ
と

で
山
村
と
お
種
と
の
間
に
隠
さ
れ
て
い
た
恋
愛
感
情
が
露
わ
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
二
つ
の
展
開
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
の
小

説
の
展
開
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。

　

牛
島
と
お
種
が
赤
子
を
連
れ
て
上
京
す
る
と
、
二
人
は
い
つ
か
の
よ
う
に
山
村
の
下
宿
に
居
候
す
る
こ
と
と
な
る
。
さ
し
あ
た
り
問
題
は
金

で
あ
る
。
牛
島
夫
婦
は
熊
本
か
ら
品
川
ま
で
の
車
中
で
、
一
度
も
弁
当
を
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
な
経
済
状
態
だ
。
書
生
っ
ぽ
の
吉
川
と
山
村
が

養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
、
夫
婦
が
外
出
す
る
の
は
危
険
な
の
で
、
相
談
や
交
渉
に
は
吉
川
と
山
村
が
出
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
し

て
い
る
間
に
山
村
の
下
宿
の
雰
囲
気
も
変
わ
っ
て
き
た
。「
今
ま
で
は
淋
し
す
ぎ
る
ほ
ど
キ
チ
ン
と
片
づ
い
て
ゐ
た
六
疊
間
が
、
ゴ
タ
〳
〵
し
て

き
た
。（
中
略
）
お
種
が
ゐ
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
は
、
座
敷
の
中
を
な
ま
め
か
し
く
し
ず
に
は
お
か
な
か
つ
た
」。
そ
ん
な
部
屋
へ
吉
川
は
毎

日
出
か
け
て
ゆ
き
、
牛
島
の
身
の
振
り
方
を
皆
で
相
談
す
る
の
だ
が
、「
朝
か
ら
晩
ま
で
そ
ん
な
固
つ
苦
し
い
話
ば
か
り
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
譯
に

行
か
な
か
つ
た
。
一
日
の
大
部
分
は
、
呑
氣
な
話
を
し
て
つ
ぶ
し
て
ゐ
た
。
繪
や
文
學
に
就
い
て
談
じ
合
ふ
こ
と
も
な
く
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
、

そ
れ
と
同
じ
熱
心
さ
で
、
戀
愛
の
話
も
出
る
」。
牛
島
が
話
す
の
は
当
然
「
天
草
島
に
ゐ
た
頃
の
お
種
と
の
關
係
」
で
あ
り
、
し
か
も
話
題
は
時
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に
「
色
情
が
か
つ
た
話
」
へ
も
進
ん
で
ゆ
く
。
お
種
の
上
京
で
秘
密
が
明
ら
か
と
な
る
か
に
思
わ
れ
た
、
吉
川
が
戯
曲
で
思
い
描
い
た
山
村
と

お
種
と
の
清
純
な
恋
愛
は
、
現
実
か
ら
は
ど
ん
ど
ん
と
遠
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

時
間
が
前
後
す
る
が
、
戯
曲
を
書
い
た
吉
川
は
、
す
ぐ
に
山
村
を
訪
ね
る
。「
山
村
は
彼
に
と
つ
て
、
た
つ
た
一
人
の
讀
者
で
も
あ
り
批
評
家

で
も
あ
つ
た
」
か
ら
だ
。
た
だ
し
山
村
の
心
理
に
疑
念
を
抱
い
て
い
た
吉
川
は
、
こ
の
作
を
も
っ
て
、
作
の
批
評
以
上
に
聞
い
て
み
た
い
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
山
村
の
恋
愛
感
情
で
あ
っ
た
の
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
案
に
相
違
し
て
、
お
種
に
恋
を
し
て
い
な
い
と
い
う

言
葉
は
、
山
村
の
本
心
で
あ
る
ら
し
か
っ
た
。
読
者
は
こ
こ
で
、
作
中
作
が
作
中
現
実
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
作
中

か
ら
虚
構
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
友
情
」
が
自
伝
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
演
出
し
た
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
読
ま
れ
方
を
考
え
る

上
で
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

吉
川
が
山
村
に
戯
曲
を
読
ま
せ
る
際
に
興
味
深
い
の
は
、
吉
川
が
作
品
を
通
じ
て
山
村
に
対
し
間
接
的
に
質
問
を
投
げ
か
け
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
山
村
の
方
も
、
創
作
に
モ
デ
ル
を
発
見
す
る
ま
で
は
「
友
情
」
の
モ
デ
ル
を
推
測
す
る
矢
部
登
と
そ
う
違
い
は
な
い
の
だ
が
、

言
外
の
意
図
を
敏
感
に
感
じ
取
り
「
事
實
」
を
語
り
出
し
て
い
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
作
中
作
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、外
山
滋
比
古
『
近

代
読
者
論
』）
11
（

中
の
「「
の
ぞ
き
」」
が
参
考
と
な
る
。

も
と
も
と
、
文
学
作
品
に
と
っ
て
、
Ｓ
→
Ｈ
（
引
用
者
、
会
話
に
お
け
る
話
し
手
を
Ｓ
、
聞
き
手
を
Ｈ
と
す
る
）
の
Ｈ
に
相
当
す
る
当
事

者
と
し
て
の
読
者
が
あ
り
う
る
か
ど
う
か
、（
中
略
）
か
り
に
作
者
が
あ
る
読
者
を
念
頭
に
お
い
て
作
品
を
書
い
た
場
合
、
そ
の
作
者
意
中

の
読
者
は
当
事
者
的
な
読
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
通
の
読
者
は
そ
う
い
う
読
者
で
は
な
い
。
作
者
と
読
者
の
関
係
は
読
者
の
数
だ
け
違
っ

た
形
で
存
在
す
る
。

　

外
山
は
「
当
事
者
的
な
読
者
」
で
は
な
く
「
普
通
の
読
者
」
に
関
心
を
持
ち
、
作
者
か
ら
は
断
絶
し
た
「
普
通
の
読
者
」
が
「
近
代
読
者
」
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と
し
て
目
覚
め
る
様
を
追
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
際
、
右
の
通
り
に
一
対
一
の
会
話
（
Ｓ
→
Ｈ
）
に
お
け
る
「
当
事
者
」（
Ｈ
）
に
相
当
す
る
読
者
の

存
在
を
い
ぶ
か
し
む
と
い
う
捉
え
方
は
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
筆
者
と
読
み
手
が
も
っ
と
も
離
れ
て
い
る
分
野
だ
と
言
い
得
る
（
中
略
）
作

者
と
読
み
手
の
別
れ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
も
あ
っ
た
と
し
て
も
よ
い
」）
1（
（

と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。「
友
情
」
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
介
さ
な
い
吉
川
と
山
村
と
の
間
に
は
対
面
的
な
「
Ｓ
→
Ｈ
」
の
関
係
が
保
持
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、「
当
事
者
的
な
読
者
」

で
あ
る
村
山
に
は
、
創
作
に
は
記
述
さ
れ
な
い
隠
さ
れ
た
意
図
へ
気
付
く
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
吉
川
の
戯
曲
は
他
の
二
人
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
も
読
ま
れ
る
。
外
山
の
い
う
「
当
事
者
的
な
読
者
」
が
山
村
と
同
等
の
読
解
能
力
を

備
え
て
い
た
の
か
否
か
を
判
別
す
る
た
め
に
、
読
者
と
し
て
の
牛
島
と
お
種
の
姿
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
内
輪
だ
け
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
に

思
わ
れ
た
作
品
世
界
は
、
別
の
様
相
を
帯
び
て
く
る
は
ず
だ
。

　

先
の
通
り
、
吉
川
の
戯
曲
は
ま
ず
初
め
に
親
友
で
あ
る
山
村
に
よ
っ
て
読
ま
れ
た
。
山
村
は
唯
一
の
読
者
で
あ
り
ま
た
批
評
家
で
も
あ
っ
た
。

戯
曲
が
も
し
も
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
創
作
を
読
む
読
者
を
把
握
す
る
事
は
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
る
が
、
吉
川
の
場

合
は
違
っ
た
。
吉
川
は
自
ら
作
品
を
持
っ
て
ゆ
き
、
読
者
へ
と
手
渡
す
の
で
あ
る
。

「
と
も
か
く
直
ぐ
よ
ん
で
み
て
く
れ
よ
」

　

吉
川
は
せ
か
〳
〵
し
て
云
つ
た
。

「
あ
ゝ
讀
ん
で
み
や
う
」
か
う
云
つ
て
、
山
村
は
又
暫
く
原
稿
の
重
み
を
享
樂
し
て
ゐ
た
り
、
パ
ラ
〳
〵
め
く
つ
て
紙
の
光
や
生
々
し
た
イ

ン
ク
の
あ
と
を
眺
め
た
り
し
て
ゐ
た
が
、
や
が
て
、
う
し
ろ
向
き
に
な
つ
て
、
机
に
靠
れ
か
ゝ
つ
て
熱
心
に
よ
み
始
め
た
。

　

吉
川
は
ハ
ラ
〳
〵
し
て
山
村
の
う
し
ろ
姿
を
視
守
つ
て
ゐ
た
。
山
村
が
無
事
に
よ
み
終
つ
て
く
れ
る
ま
で
、
階
下
か
ら
茶
を
持
つ
て
き

た
り
、
訪
問
者
が
あ
つ
た
り
し
て
く
れ
る
な
と
念
じ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
長
い
長
い
時
間
で
あ
つ
た
。
彼
も
山
村
が
よ
み
終
つ
て
く
れ
る
ま

で
邪
魔
に
な
ら
な
い
や
う
に
、
そ
こ
ら
に
あ
つ
た
雑
誌
で
も
み
て
ゐ
や
う
と
思
つ
た
が
、
な
ん
に
も
手
に
つ
か
な
か
つ
た
。
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何
千
部
も
刷
ら
れ
て
全
国
へ
散
ら
ば
る
雑
誌
や
新
聞
の
読
者
を
相
手
に
し
て
は
ま
ず
で
き
な
い
作
者
の
経
験
が
描
か
れ
て
い
る
。
作
品
へ
の

批
評
及
び
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
の
心
情
と
を
述
べ
た
山
村
は
、
作
者
吉
川
に
と
っ
て
も
っ
と
も
理
想
的
な
読
者
で
あ
っ
た
。

　

次
に
描
か
れ
る
二
人
は
、
山
村
の
よ
う
な
好
い
読
者
で
は
な
い
。
創
作
を
読
む
の
は
、
牛
島
と
お
種
で
あ
る
の
だ
が
、
彼
ら
の
感
想
や
反
応

に
よ
っ
て
、
創
作
が
作
者
の
望
む
通
り
に
読
ま
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
ゆ
く
。
吉
川
が
様
々
な
読
者
の
許
へ
作
品
を
届

け
る
出
版
流
通
シ
ス
テ
ム
の
役
を
演
じ
る
こ
と
で
、
閉
鎖
的
に
思
わ
れ
た
「
友
情
」
の
作
品
世
界
は
、
今
度
は
さ
な
が
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

空
間
と
で
も
い
う
べ
き
開
放
的
な
場
へ
と
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
作
中
で
の
順
番
通
り
、
牛
島
か
ら
み
て
み
よ
う
。
牛
島
に
反
感
を
抱
き
始
め

た
吉
川
が
「
さ
う
だ
。
あ
の
戯
曲
を
牛
島
に
よ
ま
し
て
や
ら
う
」
と
思
い
つ
く
。

　

そ
れ
か
ら
二
三
日
た
つ
て
、
山
村
に
一
寸
相
談
し
て
み
て
、
牛
島
へ
戯
曲
を
よ
ま
せ
て
み
た
。
目
の
前
で
讀
ま
れ
て
は
流
石
に
や
り
切

れ
な
か
つ
た
か
ら
、
吉
川
は
、
朝
か
ら
ふ
と
こ
ろ
へ
入
れ
て
行
つ
た
原
稿
を
、
夕
方
家
へ
戻
る
時
分
に
な
つ
て
、
よ
ん
で
み
ろ
と
云
っ
て

牛
島
へ
渡
し
た
の
だ
つ
た
。

　

翌
朝
山
村
の
下
宿
へ
行
つ
て
み
る
と
、
牛
島
は
別
段
氣
を
惡
く
し
て
ゐ
る
樣
子
を
し
て
ゐ
な
か
つ
た
。
何
時
も
の
や
う
に
ニ
ヤ
〳
〵
し

た
微
笑
を
顔
に
た
ゝ
へ
て
、
機
嫌
よ
く
吉
川
を
迎
へ
た
。

「
ゆ
ふ
べ
よ
ん
で
み
た
よ
。
な
か
〳
〵
う
ま
い
ね
。
君
が
こ
ん
な
う
ま
い
も
の
を
書
く
や
う
に
な
ら
う
と
は
思
は
な
か
つ
た
よ
…
…
…
…
」

　

か
う
云
つ
て
、
牛
島
は
原
稿
を
吉
川
へ
返
し
た
が
、
山
村
の
方
を
向
い
て
又
云
つ
た
。

「
吉
川
君
は
素
的
な
技
巧
家
だ
ね
」

「
あ
ゝ
、
技
巧
家
だ
よ
。
そ
し
て
、
素
晴
ら
し
い
詩
人
で
、
空
想
家
だ
」
と
、
山
村
が
云
つ
た
。

（
中
略
）
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そ
ん
な
會
話
を
き
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
吉
川
は
堪
へ
難
い
氣
が
し
た
。
肝
心
な
問
題
を
は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
了
つ
て
、
直
接
な
目
的
で
な

い
批
評
を
受
け
て
ゐ
る
こ
と
で
、
自
分
の
作
品
が
二
人
か
ら
侮
辱
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
氣
が
し
た
。

　

牛
島
は
何
か
ら
何
ま
で
山
村
と
は
対
照
的
に
描
か
れ
る
。
中
で
も
目
を
引
く
の
は
、
牛
島
の
感
想
に
対
す
る
「
肝
心
な
問
題
を
は
ぐ
ら
か
さ

れ
て
了
つ
て
」
と
い
う
吉
川
の
思
い
で
あ
る
。
吉
川
は
そ
も
そ
も
、
戯
曲
を
読
ま
せ
る
こ
と
で
牛
島
と
「
Ｓ
→
Ｈ
」（
外
山
）
の
関
係
を
結
び
、

牛
島
か
ら
何
ら
か
の
反
省
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
山
村
が
お
種
へ
の
恋
愛
感
情
の
有
無
を
語
っ
た
よ
う
な
告
白
を
期
待
し
て
い
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
り
一
遍
の
批
評
が
な
さ
れ
た
た
め
に
「
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
」
と
思
っ
た
の
だ
が
、
牛
島
が
隠
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受

け
取
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
吉
川
の
眼
に
は
過
剰
な
ま
で
に
映
っ
た
山
村
の
親
切
を
当
た
り
前
に
受
け
容
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

牛
島
に
と
っ
て
、
作
に
描
か
れ
た
恋
愛
感
情
は
、
お
種
と
の
間
に
子
供
ま
で
儲
け
た
自
分
に
関
係
す
る
も
の
と
取
る
に
は
荒
唐
無
稽
で
、
モ
デ

ル
に
思
い
当
た
る
は
ず
が
な
い
。
と
う
ぜ
ん
牛
島
が
山
村
へ
掛
け
る
負
担
に
反
省
す
る
こ
と
も
な
い
。
作
者
と
「
Ｓ
→
Ｈ
」
の
関
係
を
結
ぶ
こ

と
に
は
失
敗
し
、単
に
よ
く
で
き
た
創
作
と
し
て
戯
曲
を
読
む
牛
島
は
、創
作
の
出
来
不
出
来
を
解
す
る
能
力
の
み
を
そ
な
え
た
「
普
通
の
読
者
」

（
外
山
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
山
村
と
牛
島
の
会
話
か
ら
は
、
作
者
か
ら
離
れ
た
読
者
同
士
が
作
品
を
話
題
と
す
る
様
子
も
窺
わ
れ
る
。

　

お
種
は
右
の
引
用
部
の
後
、「
そ
ん
な
面
白
い
も
の
な
の
。
私
も
よ
ま
し
て
頂
き
ま
せ
う
か
し
ら
」
と
言
っ
て
、
原
稿
を
受
け
取
る
の
だ
が
、

彼
女
の
鑑
賞
眼
は
非
常
に
怪
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
お
種
は
画
家
を
志
す
牛
島
に
か
わ
っ
て
文
部
省
美
術
展
覧
会
を
観
に
い
っ
た
感
想
に
、

「
見
る
べ
き
繪
な
し
」
と
書
い
て
牛
島
へ
送
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
山
村
で
さ
え
も
媚
を
み
て
と
っ
て
顔
を
し
か
め
る
。
吉
川
は
感
想
を
聞
く
前

か
ら
「
お
種
が
、
牛
島
と
二
人
き
り
で
ゐ
る
時
に
同
じ
や
う
に
牛
島
へ
媚
び
た
調
子
で
、
自
分
の
作
品
の
批
評
さマ
マ

れ
る
こ
と
を
思
つ
て
、
不
愉

快
な
氣
持
」
に
な
る
始
末
で
あ
る
。
お
種
は
そ
の
場
で
「
熱
心
に
吉
川
の
原
稿
に
讀
み
耽
つ
て
ゐ
た
が
、
時
々
目
を
あ
げ
て
、
牛
島
や
山
村
や

吉
川
た
ち
の
話
に
も
注
意
を
引
か
れ
」
る
が
、
ど
う
や
ら
読
み
終
え
る
。
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お
種
は
、
し
か
し
、
よ
み
終
つ
て
も
そ
の
時
は
何
も
云
は
な
か
つ
た
。
黙
つ
て
原
稿
を
吉
川
に
返
し
て
、
淋
し
い
笑
を
浮
べ
て
ゐ
た
。
吉

川
は
も
の
足
ら
な
い
や
う
な
氣
が
し
て
ゐ
た
。

　

淋
し
げ
な
笑
に
お
種
の
秘
め
ら
れ
た
恋
心
を
読
み
込
も
う
と
し
て
も
、
審
美
眼
を
持
た
な
い
お
種
に
は
、
作
品
の
意
図
が
汲
み
取
れ
て
い
た

か
す
ら
怪
し
い
。
自
身
が
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
ワ
ケ
が
な
く
、
牛
島
よ
り
も
一
段
下
等
な
、
文
学
を
解
さ
な
い
読
者
と
い
う
の
が
お

種
の
役
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

　

以
上
の
山
村
・
牛
島
・
お
種
が
、
作
中
に
描
か
れ
た
吉
川
の
戯
曲
の
読
者
と
な
る
三
人
で
あ
る
。
彼
ら
の
許
へ
と
創
作
を
運
ぶ
吉
川
の
動
き

は
出
版
流
通
機
構
を
暗
示
し
、
作
中
の
空
間
は
友
人
の
集
ま
り
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
場
へ
と
変
貌
す
る
。
そ
こ
で
は
創
作
の
モ
デ
ル
が
み

な
「
当
事
者
的
な
読
者
」（
外
山
）
と
し
て
振
舞
う
わ
け
で
は
な
く
、
三
人
の
読
み
方
は
階
層
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
吉
川
の
戯
曲
に
は
、
も
う
一
人
「
時
本
ら
し
い
人
物
」
が
存
在
し
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
下
で
は
、
人
々
は
、
情
報
を
得
る
者
と

得
な
い
者
と
に
分
け
ら
れ
る
。
山
村
ら
が
前
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
時
本
は
後
者
な
の
で
あ
る
。

　
「
友
情
」
の
起
こ
り
は
、
吉
川
の
許
へ
時
本
が
訪
ね
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。
事
件
か
ら
二
年
が
経
ち
、
二
人
の
記
憶
が
薄
れ
て
き
た
こ
ろ
に
時

本
が
吉
川
と
山
村
を
相
次
い
で
訪
ね
、
こ
れ
に
よ
っ
て
興
味
を
再
熱
さ
せ
た
二
人
が
牛
島
お
種
の
噂
を
始
め
、
手
紙
を
送
り
、
そ
れ
が
元
で
牛

島
ら
は
上
京
し
て
く
る
。
い
わ
ば
吉
川
が
戯
曲
を
か
い
た
き
っ
か
け
は
時
本
で
あ
り
、
吉
川
の
意
図
の
外
側
で
真
に
戯
曲
を
求
め
て
い
た
の
も

時
本
で
あ
っ
た
。

　

時
本
が
吉
川
を
訪
ね
た
理
由
は
、
お
種
の
居
所
を
問
い
詰
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
時
本
は
独
自
の
調
査
で
よ
う
や
く
お
種
が
牛
島
と
手
を
取
っ

て
逃
げ
た
ら
し
い
と
結
論
し
た
の
だ
が
、確
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
吉
川
と
、主
に
山
村
と
か
ら
聞
き
出
そ
う
と
や
っ
て
き
た
の
だ
。

や
っ
て
き
た
時
本
は
も
う
中
年
な
が
ら
お
種
の
男
関
係
に
過
剰
反
応
し
、
吉
川
に
ま
で
こ
ん
な
調
子
だ
。
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「
君
に
も
な
ん
だ
つ
て
ね
、
お
種
は
手
紙
を
や
つ
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ
つ
て
ね
…
…
…
…
」

「
あ
ゝ
。
北
海
道
で
一
度
貰
つ
た
。
併
し
、
別
に
妙
な
こ
と
な
ん
か
書
い
て
あ
り
や
し
な
い
」

「
そ
り
や
當
り
前
だ
。
妙
な
こ
と
な
ん
て
書
い
て
や
つ
た
ん
な
ら
承
知
し
や
し
な
い
」
と
、
殺
氣
立
つ
て
時
本
は
云
つ
た
が
、
流
石
に
、
あ

ま
り
大
人
氣
な
か
つ
た
と
感
じ
た
ら
し
く
（
以
下
略
）

　

お
種
出
奔
の
真
相
と
相
手
の
男
と
を
探
り
出
そ
う
と
血
眼
に
な
っ
て
い
た
時
本
で
あ
る
。
彼
が
知
り
た
か
っ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
吉
川
の
戯

曲
が
創
作
し
記
し
て
い
た
。「
お
種
に
逃
げ
ら
れ
て
か
ら
の
時
本
が
、
氣
狂
じ
み
た
男
に
な
つ
て
、
短
刀
を
ふ
と
こ
ろ
へ
入
れ
て
東
京
中
を
う
ろ

つ
き
廻
つ
て
ゐ
」
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
時
本
が
戯
曲
を
み
た
な
ら
ば
矛
先
は
山
村
へ
向
け
ら
れ
か
ね
な
い
。「
友
情
」
に
敷
か
れ
た
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
構
図
に
よ
っ
て
、
吉
川
の
戯
曲
は
、
公
に
す
れ
ば
人
命
に
か
か
わ
る
筆
禍
と
な
り
得
る
可
能
性
を
秘
め
た
仕
掛
と
し
て
機
能
し
始

め
る
の
で
あ
る
。

　
「
友
情
」
に
お
け
る
時
本
の
脅
威
は
、先
に
予
想
し
た
よ
う
な
、上
京
し
た
牛
島
・
お
種
と
の
修
羅
場
を
演
じ
る
と
い
う
通
俗
的
な
役
に
は
な
い
。

作
者
が
、「
事
實
」（
山
村
）
を
知
ら
な
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
ご
し
の
読
者
か
ら
受
け
る
誤
解
の
表
象
と
し
て
、時
本
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
説
「
友
情
」
は
、
モ
デ
ル
の
有
無
や
出
来
事
の
事
実
性
で
は
な
く
、
作
中
作
を
読
ま
な
い
時
本
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
創
作
と
読

者
と
を
め
ぐ
る
ス
リ
リ
ン
グ
な
関
係
に
よ
っ
て
引
締
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

＊

　
「
友
情
」
は
、
作
中
人
物
に
お
け
る
作
中
作
の
読
解
に
差
を
生
じ
さ
せ
、
そ
の
差
に
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
対
価
を
払
え
ば
情
報
が
得
ら
れ

る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
公
平
性
に
逆
行
し
、「
一
般
の
読
者
」（
外
山
）
に
は
決
し
て
な
り
替
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
当
事
者
的
な
読
者
」（
外
山
）
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を
意
図
的
に
作
り
出
す
こ
と
で
、「
友
情
」
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
情
報
の
限
界
を
示
す
と
同
時
に
、
当
事
者
を
知
る
た
め
の

モ
デ
ル
情
報
へ
の
関
心
を
ひ
ど
く
煽
る
。
表
面
的
に
し
か
作
品
を
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
牛
島
ら
「
一
般
の
読
者
」
に
対
し
て
、
作
品
を
深
く

か
つ
作
者
の
意
に
沿
う
よ
う
に
読
む
こ
と
の
出
来
る
山
村
ら
「
当
事
者
的
な
読
者
」
の
優
越
性
が
、
読
者
に
当
事
者
へ
と
接
近
す
る
努
力
を
払

わ
せ
る
。
そ
の
う
え
「
友
情
」
は
、作
中
作
を
作
中
現
実
に
よ
っ
て
否
定
す
る
こ
と
で
自
伝
風
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
作
品
な
の
で
あ
っ
た
。

今
日
ま
で
さ
さ
や
か
な
が
ら
保
た
れ
て
き
た
「
友
情
」
へ
の
関
心
の
根
源
は
、
作
中
作
と
そ
の
読
み
手
を
め
ぐ
る
物
語
と
し
て
作
品
に
構
造
化

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
後
の
中
戸
川
吉
二
研
究
で
は
、
当
事
者
へ
の
接
近
を
試
み
る
姿
勢
で
は
な
く
、
観
察
し
分
析
す
る
視
点
が
求
め
ら

れ
よ
う
。

　
「
友
情
」
で
は
、
作
家
を
志
す
山
村
は
吉
川
の
戯
曲
に
感
心
す
る
ば
か
り
で
、
実
作
を
行
わ
な
い
の
だ
が
、
後
年
の
『
北
村
十
吉
』
で
は
、
相

手
も
小
説
家
で
あ
っ
た
。
同
じ
恋
愛
事
件
に
取
材
し
た
『
お
せ
つ
か
い
』）
11
（

を
里
見
弴
が
発
表
し
始
め
た
こ
と
で
、『
北
村
十
吉
』
は
、現
実
に
「
当

事
者
的
な
読
者
」
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
中
戸
川
と
里
見
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
越
し
に
眺
め
る
人
々
の
前
に
示
さ
れ
た
『
北
村
十
吉
』
と
『
お

せ
つ
か
い
』
に
つ
い
て
、
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

註
（
１
）『
人
間
』
大
正
一
〇
年
二
月
号
。

（
２
）
芥
川
龍
之
介
「
大
正
八
年
度
の
文
芸
界
」（
大
阪
毎
日
新
聞
社
・
東
京
日
日
新
聞
社
編
纂
『
毎
日
年
鑑
（
大
正
九
年
、
一
九
二
〇
年
版
）』、
大
正

八
（
一
九
一
九
）
年
一
二
月
）。　

引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』（
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
七
（
一
九
九
六
）
年
三
月
）
に
よ
っ
た
。

（
３
）
山
下
武
「
中
戸
川
吉
二
の
『
北
村
十
吉
』」（『
幻
の
作
家
た
ち
』
冬
樹
社
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
五
月
）
に
は
、
里
見
が
許
し
た
と
い
う
二

人
の
「「
対
等
」
な
関
係
が
、
や
が
て
二
人
の
あ
い
だ
を
抜
き
差
し
な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
コ
ジ
レ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
文
学
少
女
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の
富
枝
と
い
う
も
の
が
そ
こ
へ
現
わ
れ
よ
う
と
現
わ
れ
ま
い
と
、
早
晩
、
こ
の
二
人
の
関
係
が
破
局
に
い
た
る
こ
と
は
、
理
の
当
然
だ
っ
た
と
い

え
よ
う
」
と
あ
る
。
ま
た
、
盛
厚
三
「
里
見
弴
と
中
戸
川
吉
二
」（『
北
海
文
学
』
平
成
八
年
六
月
号
）
で
も
、「
里
見
弴
と
中
戸
川
吉
二
の
義
絶
、

そ
れ
は
当
時
の
関
係
を
考
え
る
と
起
こ
る
べ
き
し
て
起
っ
た
事
件
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
「
Ｓ
氏
（
里
見
）
を
出
し
ぬ
い
た
り
裏
切
っ
た
り
す
る

や
う
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
自
分
だ
け
の
理
由
が
あ
っ
た
。
一
口
に
云
へ
ば
、〈
弟
子
の
や
う
に
従
順
で
は
あ
り
た
く
な
か
っ

た
か
ら
〉」
と
い
う
吉
二
の
感
情
が
あ
っ
た
」
と
す
る
。

（
４
）『
國
民
新
聞
』
大
正
一
一
（
一
九
二
一
）
年
四
月
一
五
日
か
ら
一
〇
月
三
一
日
ま
で
、
一
八
三
回
。
後
、
叢
文
閣
（
大
正
一
一
年
一
二
月
）
よ
り

単
行
本
刊
行
。

（
５
）『
新
潮
』
大
正
一
〇
年
一
月
号
。

（
６
）
芥
川
龍
之
介
「
大
正
八
年
度
の
文
芸
界
」
前
掲
。

（
７
）
平
林
初
之
輔
「
新
作
家
七
人
論
」（『
新
潮
』
大
正
九
年
四
月
号
）。
引
用
は
『
平
林
初
之
輔
文
藝
評
論
全
集
』（
下
巻
、
文
泉
堂
書
店
、
昭
和
五
〇

（
一
九
七
五
）
年
五
月
）
に
よ
っ
た
。

（
８
）『
新
潮
』
大
正
一
二
年
五
月
号
。

（
９
）『
新
潮
』
大
正
九
年
一
〇
月
号
。

（
10
）『
新
潮
』
大
正
八
年
九
月
号
。
引
用
は
『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
』（
第
一
九
巻
、
臨
川
書
店
、
平
成
一
〇
（
一
九
九
八
）
年
七
月
）
に
よ
っ
た
。

（
11
）『
反
射
す
る
心
』（
新
潮
社
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
一
月
）
が
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
て
い
る
（
書
誌ID

：000000577955

）。

該
当
箇
所
の
コ
マ
番
号
は
六
。

（
12
）
森
本
修
「
中
戸
川
吉
二
論
」（
中
、『
立
命
館
文
學
』、
昭
和
三
七
（
一
九
六
二
）
年
二
月
）。

（
13
）『
文
献
探
索
』
二
〇
〇
五
年
号
。

（
14
）『
新
思
潮
』
大
正
八
年
一
月
号
。
入
水
自
殺
の
失
敗
を
、
失
敗
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
野
良
犬
を
交
え
な
が
ら
か
い
た
小
説
。「
友
情
」
に
は
、「
附

近
の
海
岸
で
自
殺
し
か
け
た
こ
と
も
二
度
ば
か
り
あ
つ
た
」
と
あ
る
。

（
15
）『
人
間
』
大
正
一
〇
年
一
月
号
。
友
人
の
孝
一
と
岸
本
と
を
引
き
合
わ
せ
る
重
吉
の
心
境
を
え
が
い
た
小
説
。「
友
情
」
に
は
、「
彼
は
山
村
に
あ
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ふ
と
、
き
ま
つ
て
何
時
も
、
最
近
新
ら
し
く
出
來
た
友
だ
ち
で
あ
る
木
田
や
牛
島
の
こ
と
を
吹
聴
し
た
（
中
略
）
あ
と
で
、
み
ん
な
を
紹
介
し
て

か
ら
、
吉
川
の
誇
張
は
い
ち
〳
〵
は
げ
て
、
み
ん
な
か
ら
一
樣
に
唾
棄
さ
れ
た
」
と
あ
る
。

（
16
）『
文
芸
春
秋
』
大
正
一
二
年
一
月
号
。
好
む
作
家
と
し
て
永
井
荷
風
に
つ
い
て
書
い
た
随
筆
。「
友
情
」
に
は
、「
永
井
荷
風
が
一
番
好
き
で
、
尊

敬
し
て
ゐ
た
」
と
あ
る
。

（
17
）『
高
見
順
日
記
』（
第
三
巻
、
勁
草
書
房
、
昭
和
三
九
（
一
九
六
四
）
年
一
一
月
）。
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
四
月
九
日
か
ら
二
〇
日
ま
で
の

日
記
に
、
中
戸
川
の
主
要
作
品
を
読
ん
だ
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）『
新
潮
』
大
正
一
〇
年
六
月
号
。

（
19
）『
新
潮
』
大
正
九
年
五
月
号
。

（
20
）『
近
代
読
者
論
』
み
す
ず
書
房
、
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
一
月
。

（
21
）「
読
者
の
誕
生
」（『
近
代
読
者
論
』
前
掲
）。

（
22
）『
人
間
』（
大
正
一
一
（
一
九
二
一
）
年
一
月
号
か
ら
三
月
号
ま
で
）
に
連
載
し
た
後
、『
人
間
』
廃
刊
の
た
め
、『
新
潮
』（
同
年
四
月
号
か
ら
八

月
号
ま
で
）
へ
引
き
継
が
れ
る
。
翌
年
七
月
に
新
潮
社
よ
り
単
行
本
刊
行
。

＊
「
友
情
」
の
引
用
は
初
出
に
依
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
や
む
を
得
ず
新
字
を
用
い
た
箇
所
が
あ
る
。

�

（
文
化
創
造
研
究
科
博
士
前
期
課
程
修
了
生
）


