
小説家の冒険、批評家の物語

【
要

　
　
　
　
　旨
】

　
昭
和
三
十
年
代
半
ば
に
、
倉
橋
由
美
子
の
小
説
「
暗
い
旅
」
を
め
ぐ
っ
て
、

作
者
と
江
藤
淳
の
間
に
論
争
が
行
わ
れ
た
。
両
者
と
も
に
こ
の
論
争
文
を
著
書

に
は
収
録
し
な
か
っ
た
た
め
、
議
論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
文
壇
で
も
学
会
で

も
、
第
三
者
に
よ
る
検
証
が
行
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
気
鋭
の
才
能
の
激
突
で

あ
り
な
が
ら
、
現
代
文
学
史
の
空
白
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。

　
評
論
家
栗
原
裕
一
郎
の
奮
闘
に
よ
り
、
論
争
テ
キ
ス
ト
の
所
在
と
経
緯
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
改
め
て
両
者
の
主
張
を
解
析
し
、
つ
い
に

争
点
が
明
確
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
、
小
説
家
・
批
評
家
の
関
心
の
所
在
の

違
い
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　
な
お
、
参
考
引
用
文
献
は
本
文
中
に
示
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　
倉
橋
由
美
子

　
江
藤
淳

　
暗
い
旅

　
模
造
品
論
争

は

　じ

　め

　に

　
二
〇
〇
八
年
十
一
月
に
河
出
書
房
新
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
「
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｄ
Ｅ

道
の
手
帳

　
倉
橋
由
美
子
」
に
「
倉
橋
由
美
子
と
江
藤
淳

　『
パ
ル
タ
イ
』
論

争
と
『
暗
い
旅
』
論
争
と
い
う
『
ひ
と
つ
な
が
り
の
事
象
』」
な
る
文
章
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
著
者
栗
原
裕
一
郎
は
そ
の
半
年
前
に
単
行
本
「〈
盗
作
〉
の

文
学
史
」
を
発
表
し
て
お
り
、
そ
こ
で
も
「『
男
根
の
男
根
』
的
事
件
―
―
倉

橋
由
美
子
『
暗
い
旅
』」
と
し
て
倉
橋
由
美
子
と
江
藤
淳
の
い
わ
ゆ
る
模
造
品

論
争
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
金
井
美
恵
子
や
渡
部
直
巳
、
絓
秀
美
な
ど
の
文
章

ま
で
取
り
上
げ
た
、
ゴ
シ
ッ
プ
色
の
強
い
作
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
模
造
品
論

争
の
掲
載
紙
誌
を
突
き
止
め
て
明
示
し
た
の
は
功
績
と
言
っ
て
よ
い
。

　
栗
原
祐
一
郎
が
書
い
て
い
る
と
お
り
「
傍
証
だ
け
は
ず
る
ず
る
出
て
く
る
の

に
、
論
争
そ
の
も
の
に
は
ぜ
ん
ぜ
ん
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
」（
栗
原

裕
一
郎
「〈
盗
作
〉
の
文
学
史
」）
論
争
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
都
市
伝
説
の
よ

う
な
大
論
争
は
、
今
や
実
物
を
見
て
記
憶
し
て
い
る
人
は
稀
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
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小説家の冒険、批評家の物語

的
に
は
正
確
な
最
近
の
翻
訳
が
つ
ま
ら
な
く
て
、
誤
訳
だ
ら
け
の
岩
野
泡
鳴
訳

ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
や
小
林
秀
雄
訳
ラ
ン
ボ
オ
が
文
学
的
事
件
に
な
っ
た
り

す
る
皮
肉
な
現
象
が
お
こ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
血
肉
の
部
分
を
学

び
、
模
倣
し
な
く
て
、
ど
こ
に
学
び
、
模
倣
す
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」

　
論
難
の
中
枢
部
分
は
ほ
と
ん
ど
江
藤
淳
の
演
説
と
で
も
言
う
以
外
に
な
く
、

「
こ
れ
が
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
芸
で
、
こ
の
芸
を
支
え
て
い
る
の
が
彼
の
感
受
性
と

教
養
と
体
験
の
深
さ
」
と
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
「
感
受
性
と

教
養
と
体
験
の
深
さ
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
な

い
。「
心
変
わ
り
」
と
「
暗
い
旅
」、
あ
る
い
は
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー
ル
と
倉

橋
由
美
子
の
双
方
へ
の
批
評
に
基
づ
く
対
比
で
は
な
く
、
頭
ご
な
し
の
断
定
だ

け
が
目
に
付
く
。
筆
者
が
江
藤
淳
の
演
説
と
い
う
所
以
で
あ
り
、
栗
原
裕
一
郎

が
江
藤
批
評
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
感
情
的
な
こ
じ
れ
と
類
推
し
た
理
由
も
こ

こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

倉
橋
由
美
子
の
芸
術
観

　
倉
橋
由
美
子
の
反
駁
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

　
倉
橋
由
美
子
の
反
論
は
昭
和
三
十
七
年
二
月
八
・
九
日
の
両
日
、
同
じ
く
東

京
新
聞
紙
上
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
は
「『
暗
い
旅
』
の
作
者
か
ら

あ
な
た
へ
」
で
あ
る
が
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
八
日
分
が
「
模
造
と
模
倣
の
違
い

　
批
判
に
も
な
ら
な
い
江
藤
淳
氏
の
論
旨
」
九
日
分
が
「
欠
け
る
創
造
的
世
界

　
こ
っ
と
う
屋
的
な
批
評
眼
の
奇
妙
さ
」
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は

倉
橋
由
美
子
の
言
葉
遣
い
と
は
異
質
な
ス
ト
レ
ー
ト
な
見
出
し
で
、
東
京
新
聞

側
で
付
け
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
こ
の
反
論
文
も
ま
た
二
人
称
で
記

成
の
類
似
の
み
を
例
示
し
、
内
的
発
展
に
関
し
て
は
感
想
以
上
の
も
の
は
述
べ

て
い
な
い
。

　
こ
の
後
、
江
藤
淳
の
文
学
観
が
開
陳
さ
れ
る
。

　「
小
説
を
書
く
の
に
つ
い
や
さ
れ
た
時
間
の
重
み
の
ち
が
い
、
感
受
性
の
質

の
差
、
わ
け
て
も
自
分
の
頭
と
心
で
考
え
ぬ
か
れ
た
小
説
と
、
そ
の
技
法
を
わ

き
か
ら
ひ
ょ
い
と
借
用
し
て
や
ぶ
に
ら
み
に
ひ
き
写
し
た
小
説
の
決
定
的
な
相

違
」「
私
が
抗
議
し
た
い
の
は
、
こ
の
す
じ
道
に
一
貫
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る

極
端
に
観
念
的
な
小
説
の
読
み
方
に
対
し
て
で
あ
る
」「
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
小
説

が
成
功
し
て
い
る
の
は
主
人
公
が
〈
ｖ
ｏ
ｕ
ｓ
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
は

な
い
。
こ
の
一
見
新
規
な
仕
掛
け
が
少
し
も
読
者
の
気
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
読
者
は
ペ
ー
ジ
を
繰
る
う
ち
に
、
汽
車
の
震
動
を
感
じ
、
ど
こ
に
も
い
そ

う
な
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
屋
の
番
頭
の
視
る
人
間
や
景
色
を
視
、
そ
の
内
面
に
よ

ど
ん
だ
疲
労
や
不
安
や
あ
こ
が
れ
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
ほ
ど
け
て
行
く
の
を
感
じ

る
。
そ
こ
に
は
不
自
然
な
も
の
、
鬼
面
人
を
お
ど
ろ
か
す
よ
う
な
も
の
は
ど
こ

に
も
あ
り
は
し
な
い
。
そ
う
だ
、
お
れ
は
旅
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
、
人
生
は

こ
ん
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
‥
‥
そ
う
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
事
な
と
こ
ろ

で
あ
る
」「
読
者
を
い
ら
い
ら
さ
せ
か
ね
ぬ
二
人
称
を
用
い
な
が
ら
、
そ
う
い

う
新
し
い
仕
掛
け
を
あ
や
つ
っ
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
忘
れ
さ
せ
る
手
際
―
―

こ
れ
が
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
芸
で
、
こ
の
芸
を
支
え
て
い
る
の
が
彼
の
感
受
性
と
教

養
と
体
験
の
深
さ
で
あ
る
。
文
学
作
品
は
知
的
好
奇
心
の
対
象
と
し
て
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
つ
ね
に
全
人
的
な
体
験
の
結
果
と
し
て
あ
る
」「
こ
の
よ
う
な

外
国
小
説
の
血
肉
の
部
分
は
一
番
紹
介
し
に
く
い
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
が
作
家

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
不
可
分
な
も
の
だ
か
ら
で
、
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
す
れ

ば
や
は
り
当
方
の
全
人
的
な
体
験
を
ろ
過
さ
せ
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
語
学

二
三
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向
で
回
収
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
模
造
品
論
争
自
体
に
核
と
な
る
論
点
が

見
い
だ
せ
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
江
藤
淳
と
倉
橋
由
美
子
の
論
旨
を
拙
稿
の
筆
者
の
視
点
で
整
理
し
た

い
。

　
江
藤
淳
の
「
海
外
文
学
と
そ
の
模
造
品
」（
東
京
新
聞

　
昭
和
三
十
六
年

十
二
月
九
日
）
は
、
倉
橋
由
美
子
「
暗
い
旅
」
を
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー
ル

「
心
変
わ
り
」
の
清
水
徹
訳
の
速
成
模
造
品
で
あ
る
と
断
定
し
、
そ
の
例
証
と

し
て
主
人
公
を
「
Ｖ
ｏ
ｕ
ｓ
」「
あ
な
た
」
と
、
と
も
に
二
人
称
で
記
述
し
て

い
る
こ
と
、「
心
変
わ
り
」
が
パ
リ
の
リ
ヨ
ン
停
車
場
か
ら
ロ
ー
マ
終
着
駅
ま

で
の
二
十
何
時
間
か
の
列
車
旅
行
を
追
う
の
に
対
し
、「
暗
い
旅
」
が
東
京
か

ら
京
都
ま
で
の
「
第
一
つ
ば
め
」
の
列
車
旅
行
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
、
列

車
の
給
仕
が
顔
を
出
す
こ
と
、
片
や
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
美
術
館
や
ル
ー
ブ
ル
が
登
場

し
て
主
人
公
が
美
術
論
を
展
開
し
、
一
方
で
は
紫
野
の
大
徳
寺
が
出
て
き
て
美

術
論
を
語
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
「
ビ
ュ
ト
ー
ル
美
術
論
に
は
年
期
が

は
い
っ
て
い
て
」「『
暗
い
旅
』
の
美
術
論
は
即
席
一
夜
づ
け
を
感
じ
さ
せ
る
」

「
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
論
理
の
な
か
で
『
ロ
ー
マ
』
と
い
う
場
所
が
ど
れ
ほ
ど
重
要

な
意
味
を
に
な
わ
さ
れ
て
い
る
か
」「『
暗
い
旅
』
に
出
て
来
る
『
京
都
』
が
い

か
に
薄
手
な
も
の
で
、
多
分
ロ
ー
マ
＝
古
都
＝
京
都
と
い
う
よ
う
な
連
想
か
ら

と
び
出
し
て
来
た
思
い
つ
き
に
す
ぎ
な
い
」「
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
小
説
を
読
ん
で

い
る
と
、
ま
さ
に
自
分
が
パ
リ
か
ら
ロ
ー
マ
に
旅
を
し
て
い
る
と
感
じ
、
同
時

に
自
分
の
内
面
に
も
旅
を
し
て
し
ま
う
の
に
、『
暗
い
旅
』
を
読
ん
で
い
る
と
、

キ
ュ
ー
テ
ッ
ク
ス
の
マ
ニ
キ
ュ
ア
や
セ
ド
リ
ッ
ク
の
自
動
車
が
、
テ
レ
ビ
の
広

告
の
よ
う
な
勢
い
で
次
か
ら
次
へ
と
飛
び
出
し
て
く
る
の
を
感
じ
」
と
続
く
。

　
す
な
わ
ち
江
藤
淳
は
「
暗
い
旅
」「
心
変
わ
り
」
両
作
品
に
お
け
る
外
的
構

　
江
藤
淳
も
倉
橋
由
美
子
も
、
論
文
を
著
書
に
収
録
し
て
い
な
い
。
論
争
に
関

わ
っ
た
―
―
巻
き
込
ま
れ
た
―
―
奥
野
健
男
、
大
岡
昇
平
、
白
井
健
三
郎
、
白

井
浩
司
も
す
で
に
亡
い
。
当
時
、
こ
の
論
争
に
多
少
と
も
関
わ
っ
た
人
物
で
健

在
な
の
は
清
水
徹
だ
け
で
あ
る
。（
白
井
健
三
郎
、
白
井
浩
司
、
清
水
徹
は
い

ず
れ
も
仏
文
学
者
）

　
江
藤
淳
と
倉
橋
由
美
子
が
若
い
頃
に
激
し
い
論
争
を
行
っ
た
と
い
う
の
は
、

文
壇
に
身
を
置
い
た
者
な
ら
、
誰
し
も
一
度
は
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
有
名
な

逸
話
で
あ
り
な
が
ら
、
断
片
的
な
噂
以
上
に
は
議
論
の
中
身
は
知
ら
な
い
と
い

う
不
可
思
議
な
状
態
が
長
く
続
い
て
い
る
。

　
栗
原
祐
一
郎
の
文
章
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
い
つ
、
ど
こ
で
行
わ
れ
た
の
か
が

特
定
さ
れ
た
。
模
造
品
論
争
は
東
京
新
聞
紙
上
で
行
わ
れ
、
か
つ
当
時

（
一
九
六
一
年
十
二
月
～
一
九
六
二
年
二
月
）
の
東
京
新
聞
は
縮
刷
版
が
な
く
、

両
当
事
者
が
著
書
に
入
れ
な
か
っ
た
た
め
、
後
に
な
っ
て
誰
も
議
論
を
検
証
で

き
な
か
っ
た
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
複
写
に
よ
っ
て
入
手
し
た
二
人
の

論
か
ら
、
模
造
品
論
争
を
検
証
し
て
み
た
い
。

若
き
日
の
江
藤
淳
の
小
説
観

　
大
ま
か
に
言
え
ば
模
造
品
論
争
は
、
倉
橋
由
美
子
の
「
暗
い
旅
」
を
ミ
シ
ェ

ル
・
ビ
ュ
ト
ー
ル
「
心
変
わ
り
」
の
模
造
品
で
あ
る
と
す
る
江
藤
淳
の
論
難
に

対
し
て
、
倉
橋
由
美
子
が
反
発
し
た
議
論
で
あ
る
。
両
者
の
論
を
辿
る
と
、
そ

も
そ
も
議
論
が
噛
み
合
っ
て
お
ら
ず
、
刺
激
的
な
言
葉
の
応
酬
に
終
始
し
て
い

る
。
模
造
品
論
争
を
「
発
掘
し
た
」
栗
原
祐
一
郎
が
最
終
的
に
は
、
こ
の
論
争

を
倉
橋
由
美
子
の
デ
ビ
ュ
ー
作
以
来
の
、
両
者
の
感
情
的
な
こ
じ
れ
と
い
う
方

二
二
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小説家の冒険、批評家の物語

的
に
は
正
確
な
最
近
の
翻
訳
が
つ
ま
ら
な
く
て
、
誤
訳
だ
ら
け
の
岩
野
泡
鳴
訳

ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
や
小
林
秀
雄
訳
ラ
ン
ボ
オ
が
文
学
的
事
件
に
な
っ
た
り

す
る
皮
肉
な
現
象
が
お
こ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
血
肉
の
部
分
を
学

び
、
模
倣
し
な
く
て
、
ど
こ
に
学
び
、
模
倣
す
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」

　
論
難
の
中
枢
部
分
は
ほ
と
ん
ど
江
藤
淳
の
演
説
と
で
も
言
う
以
外
に
な
く
、

「
こ
れ
が
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
芸
で
、
こ
の
芸
を
支
え
て
い
る
の
が
彼
の
感
受
性
と

教
養
と
体
験
の
深
さ
」
と
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
「
感
受
性
と

教
養
と
体
験
の
深
さ
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
な

い
。「
心
変
わ
り
」
と
「
暗
い
旅
」、
あ
る
い
は
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー
ル
と
倉

橋
由
美
子
の
双
方
へ
の
批
評
に
基
づ
く
対
比
で
は
な
く
、
頭
ご
な
し
の
断
定
だ

け
が
目
に
付
く
。
筆
者
が
江
藤
淳
の
演
説
と
い
う
所
以
で
あ
り
、
栗
原
裕
一
郎

が
江
藤
批
評
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
感
情
的
な
こ
じ
れ
と
類
推
し
た
理
由
も
こ

こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

倉
橋
由
美
子
の
芸
術
観

　
倉
橋
由
美
子
の
反
駁
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

　
倉
橋
由
美
子
の
反
論
は
昭
和
三
十
七
年
二
月
八
・
九
日
の
両
日
、
同
じ
く
東

京
新
聞
紙
上
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
は
「『
暗
い
旅
』
の
作
者
か
ら

あ
な
た
へ
」
で
あ
る
が
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
八
日
分
が
「
模
造
と
模
倣
の
違
い

　
批
判
に
も
な
ら
な
い
江
藤
淳
氏
の
論
旨
」
九
日
分
が
「
欠
け
る
創
造
的
世
界

　
こ
っ
と
う
屋
的
な
批
評
眼
の
奇
妙
さ
」
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は

倉
橋
由
美
子
の
言
葉
遣
い
と
は
異
質
な
ス
ト
レ
ー
ト
な
見
出
し
で
、
東
京
新
聞

側
で
付
け
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
こ
の
反
論
文
も
ま
た
二
人
称
で
記

成
の
類
似
の
み
を
例
示
し
、
内
的
発
展
に
関
し
て
は
感
想
以
上
の
も
の
は
述
べ

て
い
な
い
。

　
こ
の
後
、
江
藤
淳
の
文
学
観
が
開
陳
さ
れ
る
。

　「
小
説
を
書
く
の
に
つ
い
や
さ
れ
た
時
間
の
重
み
の
ち
が
い
、
感
受
性
の
質

の
差
、
わ
け
て
も
自
分
の
頭
と
心
で
考
え
ぬ
か
れ
た
小
説
と
、
そ
の
技
法
を
わ

き
か
ら
ひ
ょ
い
と
借
用
し
て
や
ぶ
に
ら
み
に
ひ
き
写
し
た
小
説
の
決
定
的
な
相

違
」「
私
が
抗
議
し
た
い
の
は
、
こ
の
す
じ
道
に
一
貫
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る

極
端
に
観
念
的
な
小
説
の
読
み
方
に
対
し
て
で
あ
る
」「
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
小
説

が
成
功
し
て
い
る
の
は
主
人
公
が
〈
ｖ
ｏ
ｕ
ｓ
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
は

な
い
。
こ
の
一
見
新
規
な
仕
掛
け
が
少
し
も
読
者
の
気
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
読
者
は
ペ
ー
ジ
を
繰
る
う
ち
に
、
汽
車
の
震
動
を
感
じ
、
ど
こ
に
も
い
そ

う
な
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
屋
の
番
頭
の
視
る
人
間
や
景
色
を
視
、
そ
の
内
面
に
よ

ど
ん
だ
疲
労
や
不
安
や
あ
こ
が
れ
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
ほ
ど
け
て
行
く
の
を
感
じ

る
。
そ
こ
に
は
不
自
然
な
も
の
、
鬼
面
人
を
お
ど
ろ
か
す
よ
う
な
も
の
は
ど
こ

に
も
あ
り
は
し
な
い
。
そ
う
だ
、
お
れ
は
旅
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
、
人
生
は

こ
ん
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
‥
‥
そ
う
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
事
な
と
こ
ろ

で
あ
る
」「
読
者
を
い
ら
い
ら
さ
せ
か
ね
ぬ
二
人
称
を
用
い
な
が
ら
、
そ
う
い

う
新
し
い
仕
掛
け
を
あ
や
つ
っ
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
忘
れ
さ
せ
る
手
際
―
―

こ
れ
が
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
芸
で
、
こ
の
芸
を
支
え
て
い
る
の
が
彼
の
感
受
性
と
教

養
と
体
験
の
深
さ
で
あ
る
。
文
学
作
品
は
知
的
好
奇
心
の
対
象
と
し
て
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
つ
ね
に
全
人
的
な
体
験
の
結
果
と
し
て
あ
る
」「
こ
の
よ
う
な

外
国
小
説
の
血
肉
の
部
分
は
一
番
紹
介
し
に
く
い
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
が
作
家

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
不
可
分
な
も
の
だ
か
ら
で
、
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
す
れ

ば
や
は
り
当
方
の
全
人
的
な
体
験
を
ろ
過
さ
せ
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
語
学

二
三
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小説家の冒険、批評家の物語

的
事
件
―
―
倉
橋
由
美
子
『
暗
い
旅
』」
の
中
で
、
渡
部
直
巳
・
絓
秀
美
の
文

章
を
引
用
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」「
パ
ロ
ー

ル
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
日
本
文
学
を
論
評
す
る
。
ま
ず
基
本
的
な
確
認
を
し

て
お
く
と
、
日
本
文
学
と
は
日
本
語
で
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
言
う
（
は
ず
で

あ
る
）。
そ
れ
ら
は
日
本
語
の
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
っ
て
、
外
国

語
の
歴
史
と
連
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
倉
橋
由
美
子
は
「
倉
橋
由
美
子
全
作

品
１
」
の
「
作
品
ノ
ー
ト
１
」
で
「
パ
ル
タ
イ
」
に
関
し
「
文
体
は
八
〇
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
『
異
邦
人
』
の
、
そ
れ
も
窪
田
啓
作
氏
の
訳
文
の
文
体
で
あ
る
」

と
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
批
評
的
な
自
作
解
説
で
あ
る
。
日
本
の
近
現
代
小

説
は
西
洋
の
小
説
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
き
た
。
当
初
は
プ
ロ
ッ
ト
な
ど

へ
の
影
響
が
顕
著
だ
っ
た
が
、
翻
訳
の
質
＝
日
本
語
文
の
質
が
上
が
る
に
連

れ
、
翻
訳
作
品
か
ら
の
影
響
が
あ
か
ら
さ
ま
に
な
っ
て
く
る
。
身
近
な
例
で
言

え
ば
、
村
上
春
樹
の
初
期
作
品
に
は
藤
本
和
子
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ブ
ロ
ー
テ
ィ

ガ
ン
作
品
訳
文
の
影
響
が
読
み
取
れ
る
。
翻
訳
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
る
よ
う

に
な
っ
た
と
は
、
日
本
語
小
説
の
書
き
手
に
と
っ
て
、
反
応
の
対
象
が
作
品
の

外
的
構
成
よ
り
日
本
語
の
運
動
へ
と
比
重
が
映
っ
て
き
た
こ
と
を
指
す
。
同
音

異
義
語
が
多
く
、
日
常
会
話
の
中
で
も
文
字
表
記
を
思
い
浮
か
べ
意
思
疎
通
を

図
る
日
本
語
の
歴
史
を
背
負
う
日
本
文
学
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
歴
史
の
中
で
生

成
さ
れ
た
文
学
作
品
を
、
文
芸
創
作
の
レ
ベ
ル
で
「
学
び
、
模
倣
す
る
」
こ
と

を
自
明
の
こ
と
と
し
て
教
え
諭
す
こ
の
時
期
の
江
藤
淳
の
批
評
は
、
異
様
で
あ

る
。
そ
の
結
節
点
と
な
る
（
ら
し
い
）「
全
人
的
な
体
験
を
ろ
過
」
と
は
何
物

だ
ろ
う
か
。
だ
が
同
じ
種
類
の
批
評
的
言
説
が
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
や
「
パ

ロ
ー
ル
」
な
ど
の
言
葉
に
よ
っ
て
い
ま
だ
に
生
き
延
び
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
結

局
「
海
外
文
学
と
そ
の
模
造
品
」
と
同
様
に
人
格
攻
撃
の
形
を
取
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
の
批
評
の
構
成
は
、
小
説
の
外
的
構
成
の
類
似
点
を
指
摘
し
、
そ
こ

か
ら
極
端
に
観
念
的
な
小
説
の
読
み
方
な
る
も
の
を
挙
げ
、
最
後
に
海
外
文
学

か
ら
学
び
、
模
倣
す
る
に
は
全
人
的
な
体
験
を
ろ
過
さ
せ
る
以
外
に
方
法
は
な

い
、
と
の
結
論
へ
至
る
。「
全
人
的
な
体
験
を
ろ
過
」
が
い
か
な
る
も
の
か
に

つ
い
て
も
明
ら
か
に
は
し
て
い
な
い
。
岩
野
泡
鳴
や
小
林
秀
雄
の
名
を
挙
げ
、

考
察
抜
き
で
仄
め
か
し
て
い
る
だ
け
と
言
っ
て
よ
い
。
対
象
作
品
の
外
的
構
成

の
み
を
指
摘
し
、
一
気
に
論
難
へ
至
る
思
考
は
、
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
と
ス
ト
ー

リ
ー
の
区
別
が
つ
い
て
い
な
い
か
に
も
見
え
る
。
作
中
の
舞
台
や
出
来
事
、
人

称
な
ど
の
仕
掛
け
、
す
な
わ
ち
外
的
構
成
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
表
さ
れ
る
登
場

人
物
た
ち
の
関
係
の
変
化
、
行
動
の
動
機
の
変
転
、
す
な
わ
ち
内
的
発
展
が
相

互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
ち
、
そ
れ
が
記
述
言
語
の
運
動
と
ど
う
結
び
つ
い

て
い
る
か
の
考
察
は
読
み
取
れ
ず
、
小
説
批
評
と
し
て
は
態
を
な
し
て
い
な

い
。

　
文
芸
誌
「
群
像
」
編
集
長
だ
っ
た
渡
辺
勝
夫
が
、
か
つ
て
筆
者
に
「
江
藤
淳

は
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
文
章
を
書
い
て
く
れ
る
の
で
、
我
々
に
と
っ
て
は
あ
り
が

た
い
」
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
海
外
文
学
と
そ
の
模
造
品
」
も
メ
リ
ハ
リ

だ
け
は
利
い
て
い
る
の
で
、
商
業
紙
と
し
て
は
掲
載
価
値
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

と
想
像
で
き
る
。

　「
海
外
文
学
と
そ
の
模
造
品
」
時
点
で
江
藤
淳
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー

ル
の
評
価
ポ
イ
ン
ト
を
「
こ
の
芸
を
支
え
て
い
る
の
が
彼
の
感
受
性
と
教
養
と

体
験
の
深
さ
」
と
置
き
、
そ
れ
は
「
全
人
的
な
体
験
を
ろ
過
」
さ
せ
れ
ば
「
学

び
、
模
倣
す
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
発

想
は
、
ひ
と
り
江
藤
淳
に
限
ら
ず
、
そ
の
後
も
長
く
日
本
の
小
説
家
・
批
評
家

を
拘
束
し
て
き
た
迷
信
か
も
し
れ
な
い
。
栗
原
祐
一
郎
は
「『
男
根
の
男
根
』

二
五

𠮷𠮷 𠮷 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

検
事
の
仕
事
ぶ
り
な
の
で
す
。『
人
間
』
と
い
う
こ
と
ば
の
お
好
き
な
江
藤
検

事
は
、
人
間
的
真
実
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
を
『
実
』
と
お
考
え
な
の
で
し

ょ
う
。
い
か
に
す
す
け
た
古
道
具
だ
ろ
う
と
、
ほ
こ
り
を
払
え
ば
ピ
カ
リ
と
光

る
人
間
的
真
実
が
現
れ
る
か
ら
こ
い
つ
は
本
物
だ
、
と
い
う
骨
董
屋
的
鑑
識
眼

こ
そ
江
藤
氏
の
批
評
眼
な
の
で
す
。
あ
な
た
は
落
語
の
『
し
び
ん
』
と
い
う
一

席
を
お
も
い
だ
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
江
藤
検
事
は
、
こ
こ
に
登
場
す
る
武

士
の
同
類
で
、『
し
び
ん
』
こ
そ
人
間
的
真
実
で
あ
る
と
信
じ
こ
む
の
で
す
」

と
断
定
す
る
。
落
語
「
し
び
ん
」
と
は
、
江
戸
に
出
た
田
舎
の
武
士
が
、
古
道

具
屋
で
尿
瓶
を
花
器
と
間
違
え
て
大
枚
は
た
い
て
購
入
す
る
と
い
う
、
八
代
目

桂
文
楽
な
ど
が
得
意
と
し
た
演
目
で
あ
る
。
さ
ら
に
倉
橋
由
美
子
は
「
わ
た
し

の
書
い
た
鎌
倉
が
本
物
の
鎌
倉
―
―
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
？
―
―
に
似
て
い
な

い
こ
と
を
嘆
く
の
で
す
が
、
地
理
的
事
実
を
問
題
に
し
て
い
る
な
ら
と
も
か

く
、
わ
た
し
の
つ
く
っ
た
鎌
倉
は
本
物
の
鎌
倉
と
は
ち
が
っ
て
い
る
か
ら
ま
ち

が
い
だ
と
い
い
、
そ
の
本
物
は
自
分
が
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
江
藤
検
事

は
、
通
俗
リ
ア
リ
ズ
ム
の
も
う
想
で
逆
上
し
き
っ
て
小
説
を
読
ん
で
お
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
の
鎌
倉
、
江
藤
氏
の
鎌
倉
、
わ
た
し
の
鎌
倉
し
か
な

い
の
で
す
。
し
か
も
わ
た
し
の
書
い
た
鎌
倉
は
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
江
藤
氏

の
鎌
倉
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
な
い
か
ぎ
り
は
存
在
し
ま
せ
ん
」
と
詰
め
寄
る
。

す
れ
違
い
の
原
因

　
江
藤
淳
は
「
私
が
抗
議
し
た
い
の
は
、
こ
の
す
じ
道
に
一
貫
し
て
あ
ら
わ
れ

て
い
る
極
端
に
観
念
的
な
小
説
の
読
み
方
に
対
し
て
で
あ
る
」
と
述
べ
な
が

ら
、
そ
の
「
極
端
に
観
念
的
な
小
説
の
読
み
方
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
語
ら

述
さ
れ
て
お
り
、
文
中
の
「
あ
な
た
」
が
指
す
の
は
、
後
年
の
エ
ッ
セ
イ
集
の

タ
イ
ト
ル
「
わ
た
し
の
な
か
の
か
れ
へ
」（
昭
和
四
十
五
年
三
月
）
の
「
か
れ
」

を
連
想
さ
せ
る
。

　
倉
橋
由
美
子
は
こ
こ
で
「
暗
い
旅
」
が
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
「
モ
デ
ィ
フ
ィ
カ
シ

オ
ン
（
心
変
わ
り
）」
の
模
倣
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に

0

0

0

0

認
め
て
い
る
。

　「
ど
ん
な
芸
術
も
模
倣
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
が
芸
術
の
本
性
な

の
だ
」「
画
家
は
リ
ン
ゴ
を
食
べ
た
い
か
ら
リ
ン
ゴ
の
絵
を
描
く
の
で
は
な
く

て
、
リ
ン
ゴ
に
よ
っ
て
み
え
な
い
世
界
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
み
、
創
造
へ
と
か
り
た

て
ら
れ
る
の
で
す
。
し
か
も
こ
の
世
界
に
い
た
る
王
道
と
は
、
先
行
す
る
巨
匠

た
ち
の
み
い
だ
し
た
様
式
の
系
列
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
み
ち
を
歩
く

こ
と
、
つ
ま
り
模
倣
す
る
こ
と
な
し
に
は
一
個
の
リ
ン
ゴ
も
描
け
ま
せ
ん
。
そ

し
て
こ
の
画
家
が
め
ざ
す
の
は
リ
ン
ゴ
を
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
新
し
い
様
式

で
描
く
こ
と
な
の
で
す
」「
と
こ
ろ
が
小
説
と
な
る
と
『
人
間
的
真
実
』
を
あ

り
の
ま
ま
に
書
け
ば
よ
ろ
し
い
と
お
も
わ
れ
が
ち
で
す
。
わ
た
し
は
こ
の
迷
信

に
さ
か
ら
っ
て
、
ま
ず
模
倣
を
、
と
い
い
た
い
の
で
す
」「
模
倣
と
い
わ
れ
る

こ
と
は
承
知
の
う
え
で
わ
た
し
は
『
モ
デ
ィ
フ
ィ
カ
シ
オ
ン
』
の
形
式
を
借
り

る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
書
き
、「
高
校
生
で
も
わ
か
る
外
面
上
の
類
似
を
み

て
似
て
る
似
て
る
と
鬼
の
首
で
も
と
っ
た
よ
う
な
さ
わ
ぎ
か
た
」
と
江
藤
淳
を

切
り
捨
て
る
。
倉
橋
由
美
子
の
反
駁
は
本
人
の
芸
術
論
の
色
彩
で
塗
り
尽
く
さ

れ
て
い
る
。「『
私
小
説
』
の
克
服
な
ど
と
口
あ
た
り
の
よ
い
政
策
を
宣
伝
な
さ

る
ま
え
に
、『
写
実
主
義
』
の
『
写
』
と
『
実
』
に
つ
い
て
考
え
な
お
し
て
い

た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。『
写
』
と
は
想
像
力
の
詐
術
と
し
て
の
ス
タ
イ
ル
そ

の
も
の
で
『
実
』
は
こ
の
『
写
』
に
吸
い
と
ら
れ
て
し
か
あ
り
え
な
い
の
に
、

こ
の
『
実
』
そ
れ
自
体
を
捜
し
も
と
め
て
小
説
の
真
贋
を
判
定
す
る
の
が
江
藤

二
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的
事
件
―
―
倉
橋
由
美
子
『
暗
い
旅
』」
の
中
で
、
渡
部
直
巳
・
絓
秀
美
の
文

章
を
引
用
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」「
パ
ロ
ー

ル
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
日
本
文
学
を
論
評
す
る
。
ま
ず
基
本
的
な
確
認
を
し

て
お
く
と
、
日
本
文
学
と
は
日
本
語
で
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
言
う
（
は
ず
で

あ
る
）。
そ
れ
ら
は
日
本
語
の
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
っ
て
、
外
国

語
の
歴
史
と
連
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
倉
橋
由
美
子
は
「
倉
橋
由
美
子
全
作

品
１
」
の
「
作
品
ノ
ー
ト
１
」
で
「
パ
ル
タ
イ
」
に
関
し
「
文
体
は
八
〇
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
『
異
邦
人
』
の
、
そ
れ
も
窪
田
啓
作
氏
の
訳
文
の
文
体
で
あ
る
」

と
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
批
評
的
な
自
作
解
説
で
あ
る
。
日
本
の
近
現
代
小

説
は
西
洋
の
小
説
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
き
た
。
当
初
は
プ
ロ
ッ
ト
な
ど

へ
の
影
響
が
顕
著
だ
っ
た
が
、
翻
訳
の
質
＝
日
本
語
文
の
質
が
上
が
る
に
連

れ
、
翻
訳
作
品
か
ら
の
影
響
が
あ
か
ら
さ
ま
に
な
っ
て
く
る
。
身
近
な
例
で
言

え
ば
、
村
上
春
樹
の
初
期
作
品
に
は
藤
本
和
子
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ブ
ロ
ー
テ
ィ

ガ
ン
作
品
訳
文
の
影
響
が
読
み
取
れ
る
。
翻
訳
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
る
よ
う

に
な
っ
た
と
は
、
日
本
語
小
説
の
書
き
手
に
と
っ
て
、
反
応
の
対
象
が
作
品
の

外
的
構
成
よ
り
日
本
語
の
運
動
へ
と
比
重
が
映
っ
て
き
た
こ
と
を
指
す
。
同
音

異
義
語
が
多
く
、
日
常
会
話
の
中
で
も
文
字
表
記
を
思
い
浮
か
べ
意
思
疎
通
を

図
る
日
本
語
の
歴
史
を
背
負
う
日
本
文
学
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
歴
史
の
中
で
生

成
さ
れ
た
文
学
作
品
を
、
文
芸
創
作
の
レ
ベ
ル
で
「
学
び
、
模
倣
す
る
」
こ
と

を
自
明
の
こ
と
と
し
て
教
え
諭
す
こ
の
時
期
の
江
藤
淳
の
批
評
は
、
異
様
で
あ

る
。
そ
の
結
節
点
と
な
る
（
ら
し
い
）「
全
人
的
な
体
験
を
ろ
過
」
と
は
何
物

だ
ろ
う
か
。
だ
が
同
じ
種
類
の
批
評
的
言
説
が
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
や
「
パ

ロ
ー
ル
」
な
ど
の
言
葉
に
よ
っ
て
い
ま
だ
に
生
き
延
び
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
結

局
「
海
外
文
学
と
そ
の
模
造
品
」
と
同
様
に
人
格
攻
撃
の
形
を
取
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
の
批
評
の
構
成
は
、
小
説
の
外
的
構
成
の
類
似
点
を
指
摘
し
、
そ
こ

か
ら
極
端
に
観
念
的
な
小
説
の
読
み
方
な
る
も
の
を
挙
げ
、
最
後
に
海
外
文
学

か
ら
学
び
、
模
倣
す
る
に
は
全
人
的
な
体
験
を
ろ
過
さ
せ
る
以
外
に
方
法
は
な

い
、
と
の
結
論
へ
至
る
。「
全
人
的
な
体
験
を
ろ
過
」
が
い
か
な
る
も
の
か
に

つ
い
て
も
明
ら
か
に
は
し
て
い
な
い
。
岩
野
泡
鳴
や
小
林
秀
雄
の
名
を
挙
げ
、

考
察
抜
き
で
仄
め
か
し
て
い
る
だ
け
と
言
っ
て
よ
い
。
対
象
作
品
の
外
的
構
成

の
み
を
指
摘
し
、
一
気
に
論
難
へ
至
る
思
考
は
、
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
と
ス
ト
ー

リ
ー
の
区
別
が
つ
い
て
い
な
い
か
に
も
見
え
る
。
作
中
の
舞
台
や
出
来
事
、
人

称
な
ど
の
仕
掛
け
、
す
な
わ
ち
外
的
構
成
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
表
さ
れ
る
登
場

人
物
た
ち
の
関
係
の
変
化
、
行
動
の
動
機
の
変
転
、
す
な
わ
ち
内
的
発
展
が
相

互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
ち
、
そ
れ
が
記
述
言
語
の
運
動
と
ど
う
結
び
つ
い

て
い
る
か
の
考
察
は
読
み
取
れ
ず
、
小
説
批
評
と
し
て
は
態
を
な
し
て
い
な

い
。

　
文
芸
誌
「
群
像
」
編
集
長
だ
っ
た
渡
辺
勝
夫
が
、
か
つ
て
筆
者
に
「
江
藤
淳

は
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
文
章
を
書
い
て
く
れ
る
の
で
、
我
々
に
と
っ
て
は
あ
り
が

た
い
」
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
海
外
文
学
と
そ
の
模
造
品
」
も
メ
リ
ハ
リ

だ
け
は
利
い
て
い
る
の
で
、
商
業
紙
と
し
て
は
掲
載
価
値
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

と
想
像
で
き
る
。

　「
海
外
文
学
と
そ
の
模
造
品
」
時
点
で
江
藤
淳
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー

ル
の
評
価
ポ
イ
ン
ト
を
「
こ
の
芸
を
支
え
て
い
る
の
が
彼
の
感
受
性
と
教
養
と

体
験
の
深
さ
」
と
置
き
、
そ
れ
は
「
全
人
的
な
体
験
を
ろ
過
」
さ
せ
れ
ば
「
学

び
、
模
倣
す
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
発

想
は
、
ひ
と
り
江
藤
淳
に
限
ら
ず
、
そ
の
後
も
長
く
日
本
の
小
説
家
・
批
評
家

を
拘
束
し
て
き
た
迷
信
か
も
し
れ
な
い
。
栗
原
祐
一
郎
は
「『
男
根
の
男
根
』

二
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間
色
も
光
の
乱
反
射
も
あ
る
の
で
、
作
家
は
人
と
世
界
と
の
関
係
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
中
で
、
多
様
な
譲
歩
や
承
認
を
迫
ら
れ
る
。「
暗
い
旅
」
以
前
の
倉

橋
作
品
は
、
こ
れ
ら
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
の
作
品
の
様
式
の
統
一

性
を
保
っ
て
来
た
。「
堅
い
事
実
の
ガ
ラ
ク
タ
」
は
完
結
し
た
作
品
世
界
を
崩

壊
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
冒
頭
に
出
て
く
る
「
西
武
百
貨
店
」
は
そ
の
名
称
自
体
が
固
有
の

強
い
色
合
い
を
帯
び
て
い
た
。
か
つ
て
西
武
百
貨
店
は
三
流
百
貨
店
の
代
名
詞

で
あ
り
、「
暗
い
旅
」
が
書
か
れ
た
時
代
に
は
「
げ
た
履
き
デ
パ
ー
ト
」
と
も

揶
揄
さ
れ
た
。
固
有
名
の
持
つ
強
い
色
合
い
を
作
品
と
し
て
克
服
し
て
み
せ
な

け
れ
ば
、
小
説
世
界
は
成
り
立
た
な
い
。
倉
橋
由
美
子
は
そ
の
程
度
に
鋭
敏
に

「
言
葉
」
と
向
き
合
っ
て
お
り
、
克
服
方
法
を
模
索
し
て
い
た
。

　
た
と
え
ば
倉
橋
由
美
子
の
出
世
作
「
パ
ル
タ
イ
」
は
次
の
一
文
か
ら
始
ま

る
。

　「
あ
る
日
あ
な
た
は
、
も
う
決
心
は
つ
い
た
か
と
た
ず
ね
た
。
わ
た
し
は
あ

な
た
が
そ
れ
ま
で
に
も
何
回
と
な
く
こ
の
話
を
切
り
だ
そ
う
と
し
て
い
た
の
を

知
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
い
つ
に
な
く
あ
な
た
は
率
直
だ
っ
た
。
そ
こ
で
わ
た
し

も
簡
潔
な
態
度
を
し
め
す
べ
き
だ
と
お
も
い
、
そ
れ
は
も
う
で
き
て
い
る
、
と

答
え
た
。
パ
ル
タ
イ
に
は
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
み
の
個
人
的
な
生
活
を
す

べ
て
、
愛
情
と
い
っ
た
問
題
も
む
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
れ
を
パ
ル
タ
イ
の
原
則
に

従
属
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
、
と
あ
な
た
は
説
明
し
は
じ
め
た
。
あ
な
た

は
眼
鏡
を
光
ら
せ
す
ぎ
る
の
で
、
そ
の
む
こ
う
に
あ
る
肉
眼
の
表
情
が
わ
た
し

に
は
よ
く
み
え
な
い
。
あ
な
た
の
歯
が
が
ち
が
ち
と
鳴
る
の
は
で
き
の
わ
る
い

ガ
イ
コ
ツ
の
咬
合
を
み
る
よ
う
で
あ
り
、
あ
な
た
は
不
自
然
な
ほ
ど
興
奮
し
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
わ
た
し
は
お
も
わ
ず
動
物
的
な
笑
い
を
も
ら
し
た
。」

作
家
、
た
と
え
ば
円
地
文
子
な
ど
の
作
品
で
は
目
を
引
く
こ
と
も
な
い
語
り
口

は
、
倉
橋
由
美
子
に
と
っ
て
表
現
の
大
転
換
を
意
味
す
る
。
倉
橋
自
身
「
倉
橋

由
美
子
全
作
品
３
」
の
「
作
品
ノ
ー
ト
３
」
で
「
そ
れ
ま
で
私
は
小
説
の
中
に

固
有
名
を
出
さ
な
い
と
い
う
原
則
を
守
っ
て
書
い
て
き
た
が
、『
暗
い
旅
』
で

は
初
め
て
大
々
的
に
こ
れ
を
破
る
こ
と
に
し
た
。
そ
う
な
る
と
逆
の
方
に
徹
底

し
な
く
て
は
気
が
済
ま
な
く
な
り
、
拾
っ
て
き
た
ガ
ラ
ク
タ
を
そ
の
ま
ま
ち
り

ば
め
て
作
品
と
称
す
る
前
衛
彫
刻
並
み
に
、
自
分
が
か
つ
て
歩
い
た
場
所
、
行

っ
た
店
、
見
た
も
の
、
食
べ
た
も
の
を
固
有
名
詞
で
出
す
こ
と
に
し
た
。
そ
の

う
ち
に
足
り
な
く
な
れ
ば
自
分
が
カ
メ
ラ
に
な
っ
て
あ
ち
こ
ち
で
撮
っ
て
き
た

も
の
を
そ
の
ま
ま
言
葉
に
し
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
こ
れ
ら
は
お
菓
子
の
中
に
刻

ん
で
混
ぜ
た
木
の
実
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
堅
い
事
実
の
ガ
ラ
ク
タ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
歯
に

当
た
れ
ば
少
し
は
何
か
を
噛
ん
で
い
る
感
じ
が
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
小
説
の

中
に
ば
ら
ま
い
て
お
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
傍
点
筆
者
）。

　
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
の
創
作
上
の
転
換
は
「
少
し
は
何
か
を
噛
ん
で
い
る

感
じ
が
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
次
元
の
変
更
で
は
な
い
。
倉
橋
由
美
子
は
作
中

に
、
外
界
と
の
通
気
口
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
言
葉
を
置
く
の
を
避
け
て
い
た

と
見
る
方
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
固
有
名
を
排
し
て
成
立
さ
せ
た
そ
れ
以
前

の
作
品
群
は
、
そ
の
程
度
に
脆
弱
な
言
葉
の
織
物
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
外
界
の

イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
と
綻
び
て
し
ま
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
創
作
物
だ
っ
た
と
考

え
て
よ
い
。
い
わ
ば
鎖
国
状
態
の
北
朝
鮮
の
よ
う
に
脆
弱
で
あ
り
、
外
界
の
風

に
怯
え
る
構
築
物
で
、「
暗
い
旅
」
の
冒
険
は
、
作
者
に
と
っ
て
何
よ
り
も
ま

ず
不
協
和
音
、
あ
る
い
は
雑
音
を
生
じ
さ
せ
る
固
有
名
の
海
禁
を
解
く
こ
と
だ

っ
た
。
固
有
名
を
用
い
な
い
作
品
で
は
、
作
者
は
登
場
人
物
も
場
も
好
き
な
原

色
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
実
際
の
外
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
中

二
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料
に
あ
り
ま
す
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。「
観
念
的
な
も
の
と
装
飾
的
な
も
の

と
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
接
合
」
と
は
何
か
。
倉
橋
由
美
子
も
江
藤
淳
と
同
様
、
具

体
的
に
指
示
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
小
説
の
作
者
と
し
て
自
作
の
解
剖
を
し
て

み
せ
な
い
の
は
当
然
と
も
言
え
る
。
こ
の
部
分
は
こ
う
い
う
意
図
で
書
き
ま
し

た
よ
、
な
ど
と
み
っ
と
も
な
い
講
釈
を
す
る
作
家
は
い
な
い
。
倉
橋
由
美
子
は

「
暗
い
旅
」
で
、
そ
れ
ま
で
に
書
い
て
き
た
一
連
の
作
品
「
雑
人
撲
滅
週
間
」

「
パ
ル
タ
イ
」「
非
人
」「
蛇
」「
密
告
」「
婚
約
」「
貝
の
な
か
」「
囚
人
」「
死
ん

だ
眼
」「
夏
の
終
り
」「
ど
こ
に
も
な
い
場
所
」「
鷲
に
な
っ
た
少
年
」「
人
間
の

な
い
神
」「
ミ
イ
ラ
」「
巨
刹
」「
合
成
美
女
」
か
ら
表
現
方
法
を
大
き
く
変
え

て
い
る
。「
合
成
美
女
」
に
登
場
す
る
倫み

ち
こ子

を
例
外
と
し
て
、「
暗
い
旅
」
以
前

の
倉
橋
由
美
子
は
作
中
か
ら
固
有
名
を
排
除
し
て
き
た
。
登
場
人
物
は
Ｌ
や
Ｋ

と
表
記
さ
れ
、
登
場
す
る
場
所
は
普
通
名
詞
の
市
役
所
や
寮
で
あ
り
、
作
品
世

界
の
外
界
―
―
作
者
や
読
者
が
生
き
る
場
と
は
手
を
切
っ
て
き
た
。
作
品
世
界

は
作
者
の
言
葉
だ
け
で
構
築
さ
れ
完
結
し
て
お
り
、
外
界
と
の
通
路
と
な
り
得

る
固
有
名
は
徹
底
し
て
除
外
さ
れ
て
い
る
。

　「
暗
い
旅
」
は
一
転
し
て
、
冒
頭
か
ら

　「
光
明
寺
行
き
の
バ
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

が
で
る
ま
で
、
十
五
分
以
上
も
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
急
い
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
な
た
は
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
バ
ス

乗
り
場
を
は
な
れ
て
駅
前
広
場
を
横
切
る
。
右
側
に
西
武
百
貨
店

0

0

0

0

0

、
左
側
に
あ

な
た
と
か
れ
が
よ
く
パ
ヴ
ァ
ロ
ア
や
エ
ク
レ
ア
を
た
べ
た
こ
と
の
あ
る
風
月
0

0

堂0

、
そ
し
て
観
光
都
市
ら
し
く
土
産
物
を
並
べ
た
店
・
・
・
・
あ
な
た
に
と
っ

て
は
見
慣
れ
た
鎌
倉
の
駅
前

0

0

0

0

0

だ
、
し
か
し
い
ま
鎌
倉
は
二
月
の
埃
っ
ぽ
い
寒
気

の
な
か
で
あ
な
た
に
よ
そ
よ
そ
し
い
顔
を
み
せ
て
い
る
」

　
と
固
有
名
を
乱
発
す
る
（
傍
点
筆
者
）。
同
時
代
に
活
動
し
た
他
の
多
く
の

ず
、
文
学
考
察
と
は
無
縁
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
流
自
然
主
義
全
盛
の
頃
の
、

作
者
の
人
格
と
作
品
を
一
体
化
し
た
文
学
談
義
の
レ
ベ
ル
か
ら
出
る
も
の
で
は

な
い
。

　
海
外
文
学
と
日
本
文
学
を
対
比
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
言
語
の
歴

史
的
差
異
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
出
来
な
い
の
な
ら
、
日
本
の

翻
訳
文
学
史
を
一
度
整
理
し
、
そ
こ
を
経
由
し
て
論
を
進
め
な
け
れ
ば
歪
な
議

論
に
な
る
。倉

橋
由
美
子
の
意
図

　
一
方
の
倉
橋
由
美
子
の
「『
暗
い
旅
』
の
作
者
か
ら
あ
な
た
へ
」
は
末
尾
の

「
小
林
秀
雄
氏
が
ラ
ン
ボ
オ
の
み
ご
と
な
紹
介
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
江
藤
氏
の
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
『
全
人
的
』
う
ん
ぬ
ん
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

小
林
秀
雄
氏
が
、
江
藤
氏
と
は
こ
と
な
り
、
一
人
の
詩
人
で
あ
り
芸
術
家
で
あ

っ
た
と
い
う
単
純
な
理
由
に
よ
る
の
で
す
」
で
小
林
秀
雄
に
つ
い
て
「
み
ご
と

な
紹
介
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
」
と
留
保
す
る
表
現
を
用
い
る
。「
小
林
秀
雄

氏
が
、
江
藤
氏
と
は
こ
と
な
り
、
一
人
の
詩
人
で
あ
り
芸
術
家
で
あ
っ
た
」

は
、
前
段
の
「
江
藤
氏
の
鎌
倉
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
な
い
か
ぎ
り
は
存
在
し
ま

せ
ん
」
と
対
応
す
る
。
白
井
健
三
郎
や
奥
野
健
男
た
ち
の
反
響
を
呼
ぶ
中
、
倉

橋
由
美
子
の
反
論
が
江
藤
淳
の
論
難
か
ら
二
ヶ
月
も
た
っ
て
発
表
さ
れ
た
こ
と

は
、
こ
の
反
駁
文
が
相
当
に
注
意
深
く
書
か
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
倉
橋
由
美
子
の
反
駁
文
の
中
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
「
し
か
し
こ
の
小
説

の
魅
力
は
―
―
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
―
―
ひ
と
つ
は
観
念
的
な
も
の
と
装
飾

的
な
も
の
と
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
接
合
に
あ
り
、
ま
た
い
ま
ひ
と
つ
は
性
的
な
塗

二
六
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間
色
も
光
の
乱
反
射
も
あ
る
の
で
、
作
家
は
人
と
世
界
と
の
関
係
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
中
で
、
多
様
な
譲
歩
や
承
認
を
迫
ら
れ
る
。「
暗
い
旅
」
以
前
の
倉

橋
作
品
は
、
こ
れ
ら
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
の
作
品
の
様
式
の
統
一

性
を
保
っ
て
来
た
。「
堅
い
事
実
の
ガ
ラ
ク
タ
」
は
完
結
し
た
作
品
世
界
を
崩

壊
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
冒
頭
に
出
て
く
る
「
西
武
百
貨
店
」
は
そ
の
名
称
自
体
が
固
有
の

強
い
色
合
い
を
帯
び
て
い
た
。
か
つ
て
西
武
百
貨
店
は
三
流
百
貨
店
の
代
名
詞

で
あ
り
、「
暗
い
旅
」
が
書
か
れ
た
時
代
に
は
「
げ
た
履
き
デ
パ
ー
ト
」
と
も

揶
揄
さ
れ
た
。
固
有
名
の
持
つ
強
い
色
合
い
を
作
品
と
し
て
克
服
し
て
み
せ
な

け
れ
ば
、
小
説
世
界
は
成
り
立
た
な
い
。
倉
橋
由
美
子
は
そ
の
程
度
に
鋭
敏
に

「
言
葉
」
と
向
き
合
っ
て
お
り
、
克
服
方
法
を
模
索
し
て
い
た
。

　
た
と
え
ば
倉
橋
由
美
子
の
出
世
作
「
パ
ル
タ
イ
」
は
次
の
一
文
か
ら
始
ま

る
。

　「
あ
る
日
あ
な
た
は
、
も
う
決
心
は
つ
い
た
か
と
た
ず
ね
た
。
わ
た
し
は
あ

な
た
が
そ
れ
ま
で
に
も
何
回
と
な
く
こ
の
話
を
切
り
だ
そ
う
と
し
て
い
た
の
を

知
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
い
つ
に
な
く
あ
な
た
は
率
直
だ
っ
た
。
そ
こ
で
わ
た
し

も
簡
潔
な
態
度
を
し
め
す
べ
き
だ
と
お
も
い
、
そ
れ
は
も
う
で
き
て
い
る
、
と

答
え
た
。
パ
ル
タ
イ
に
は
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
み
の
個
人
的
な
生
活
を
す

べ
て
、
愛
情
と
い
っ
た
問
題
も
む
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
れ
を
パ
ル
タ
イ
の
原
則
に

従
属
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
、
と
あ
な
た
は
説
明
し
は
じ
め
た
。
あ
な
た

は
眼
鏡
を
光
ら
せ
す
ぎ
る
の
で
、
そ
の
む
こ
う
に
あ
る
肉
眼
の
表
情
が
わ
た
し

に
は
よ
く
み
え
な
い
。
あ
な
た
の
歯
が
が
ち
が
ち
と
鳴
る
の
は
で
き
の
わ
る
い

ガ
イ
コ
ツ
の
咬
合
を
み
る
よ
う
で
あ
り
、
あ
な
た
は
不
自
然
な
ほ
ど
興
奮
し
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
わ
た
し
は
お
も
わ
ず
動
物
的
な
笑
い
を
も
ら
し
た
。」

作
家
、
た
と
え
ば
円
地
文
子
な
ど
の
作
品
で
は
目
を
引
く
こ
と
も
な
い
語
り
口

は
、
倉
橋
由
美
子
に
と
っ
て
表
現
の
大
転
換
を
意
味
す
る
。
倉
橋
自
身
「
倉
橋

由
美
子
全
作
品
３
」
の
「
作
品
ノ
ー
ト
３
」
で
「
そ
れ
ま
で
私
は
小
説
の
中
に

固
有
名
を
出
さ
な
い
と
い
う
原
則
を
守
っ
て
書
い
て
き
た
が
、『
暗
い
旅
』
で

は
初
め
て
大
々
的
に
こ
れ
を
破
る
こ
と
に
し
た
。
そ
う
な
る
と
逆
の
方
に
徹
底

し
な
く
て
は
気
が
済
ま
な
く
な
り
、
拾
っ
て
き
た
ガ
ラ
ク
タ
を
そ
の
ま
ま
ち
り

ば
め
て
作
品
と
称
す
る
前
衛
彫
刻
並
み
に
、
自
分
が
か
つ
て
歩
い
た
場
所
、
行

っ
た
店
、
見
た
も
の
、
食
べ
た
も
の
を
固
有
名
詞
で
出
す
こ
と
に
し
た
。
そ
の

う
ち
に
足
り
な
く
な
れ
ば
自
分
が
カ
メ
ラ
に
な
っ
て
あ
ち
こ
ち
で
撮
っ
て
き
た

も
の
を
そ
の
ま
ま
言
葉
に
し
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
こ
れ
ら
は
お
菓
子
の
中
に
刻

ん
で
混
ぜ
た
木
の
実
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
堅
い
事
実
の
ガ
ラ
ク
タ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
歯
に

当
た
れ
ば
少
し
は
何
か
を
噛
ん
で
い
る
感
じ
が
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
小
説
の

中
に
ば
ら
ま
い
て
お
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
傍
点
筆
者
）。

　
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
の
創
作
上
の
転
換
は
「
少
し
は
何
か
を
噛
ん
で
い
る

感
じ
が
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
次
元
の
変
更
で
は
な
い
。
倉
橋
由
美
子
は
作
中

に
、
外
界
と
の
通
気
口
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
言
葉
を
置
く
の
を
避
け
て
い
た

と
見
る
方
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
固
有
名
を
排
し
て
成
立
さ
せ
た
そ
れ
以
前

の
作
品
群
は
、
そ
の
程
度
に
脆
弱
な
言
葉
の
織
物
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
外
界
の

イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
と
綻
び
て
し
ま
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
創
作
物
だ
っ
た
と
考

え
て
よ
い
。
い
わ
ば
鎖
国
状
態
の
北
朝
鮮
の
よ
う
に
脆
弱
で
あ
り
、
外
界
の
風

に
怯
え
る
構
築
物
で
、「
暗
い
旅
」
の
冒
険
は
、
作
者
に
と
っ
て
何
よ
り
も
ま

ず
不
協
和
音
、
あ
る
い
は
雑
音
を
生
じ
さ
せ
る
固
有
名
の
海
禁
を
解
く
こ
と
だ

っ
た
。
固
有
名
を
用
い
な
い
作
品
で
は
、
作
者
は
登
場
人
物
も
場
も
好
き
な
原

色
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
実
際
の
外
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
中

二
七
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ま

　
　と

　
　め

　
江
藤
淳
の
当
時
の
論
評
は
、
す
で
に
他
の
論
者
―
―
た
と
え
ば
小
林
秀
雄
や

中
村
光
夫
た
ち
に
よ
っ
て
語
り
続
け
ら
れ
た
近
代
文
学
物
語

0

0

0

0

0

0

を
、
倉
橋
由
美
子

を
題
材
に
歌
っ
て
み
せ
た
趣
が
強
い
。
倉
橋
由
美
子
は
作
家
の
芸
術
観

0

0

0

0

0

0

を
前
面

に
出
し
て
応
じ
て
い
る
が
、
本
当
は
何
を
や
ろ
う
と
し
た
の
か
、
十
四
年
後

（「
作
品
ノ
ー
ト
３
」）
ま
で
明
か
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
半
世
紀
前
の
論
争

を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
批
評
家
は
文
学
物
語

0

0

0

0

を
語
り
、
作
家
は
言
葉
の
運
動

0

0

0

0

0

の
実
現
を
の
み
注
視
す
る
と
い
う
、
交
差
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
双
方
の
関
心
の

あ
り
ど
こ
ろ
が
浮
き
上
が
っ
て
来
る
。
倉
橋
由
美
子
は
文
学
物
語

0

0

0

0

に
は
興
味
を

持
た
ず
、
江
藤
淳
は
言
葉
の
運
動

0

0

0

0

0

に
は
引
き
寄
せ
ら
れ
な
い
。

　
一
匹
の
亀
を
前
に
甲
羅
の
模
様
に
注
目
す
る
の
と
、
動
き
回
る
動
作
に
心
を

寄
せ
る
の
と
の
違
い
は
、
互
い
の
会
話
を
成
り
立
た
せ
な
い
。
江
藤
淳
が
後
者

を
視
野
に
収
め
始
め
る
に
は
「
作
家
は
行
動
す
る
」
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
倉
橋
由
美
子
が
明
確
に
前
者
を
語
り
始
め
る
の
は
「
迷
路
の
旅
人
」
あ

た
り
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
ビ
ュ
ー
作
「
パ
ル
タ
イ
」
発
表
時
に
「
こ
れ

は
観
念
の
次
元
に
転
位
さ
れ
た
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
小
説
で
あ
る
」（
高
知
新
聞

　
昭
和
三
十
五
年
二
月
十
九
日
）
と
即
座
に
評
言
し
て
み
せ
た
江
藤
淳
の
読
み

の
鋭
さ
は
侮
れ
な
か
っ
た
。
安
田
女
子
大
学
「
文
芸
創
作
論
」
講
義
で
筆
者
が

学
生
に
「
パ
ル
タ
イ
」
を
読
ま
せ
た
時
、
不
快
感
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
、
と

感
想
を
寄
せ
た
学
生
が
い
た
。
平
成
二
十
六
年
、「
パ
ル
タ
イ
」
か
ら
半
世
紀

以
上
後
の
読
者
の
声
で
あ
る
。

た
東
京
新
聞
「『
暗
い
旅
』
の
作
者
か
ら
あ
な
た
へ
」
の
中
で
倉
橋
由
美
子
は

「
あ
な
た
は
『
暗
い
旅
』
の
進
行
途
上
で
と
き
ど
き
わ
た
し
の
作
業
を
の
ぞ
き

こ
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
わ
た
し
が
最
初
一
人
称
の
お
し
ゃ
べ
り
形
式

か
ら
は
じ
め
て
、
い
く
つ
か
の
ス
タ
イ
ル
を
こ
こ
ろ
み
て
は
放
棄
し
た
あ
げ
く

『
あ
な
た
』
と
い
う
形
式
に
た
ど
り
つ
い
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
」「
こ
の
小
説

の
時
間
を
支
え
る
こ
と
に
ど
う
し
て
も
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
す
」「
模
倣
と

い
わ
れ
る
こ
と
は
承
知
の
う
え
で
わ
た
し
は
『
モ
デ
ィ
フ
ィ
カ
シ
オ
ン
』
の
形

式
を
借
り
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
も
記
し
て
い
る
。
ま
た
「
倉
橋
由
美
子
全

作
品
３
」
の
「
作
品
ノ
ー
ト
３
」
で
は
「
こ
の
小
説
の
原
理
は
断
片
の
混
合
で

あ
り
、
モ
ザ
イ
ク
の
手
法
で
あ
る
が
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
か
ら
借
り
た
の
は
人
称
の

形
式
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
意
識
の
断
片
を
並
べ
て
い
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
っ

た
」
と
解
説
す
る
。

　
固
有
名
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
望
ま
ぬ
外
界
（
の
イ
メ
ー
ジ
）
を
空
中
庭
園

に
招
き
入
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
惧
を
抑
止
す
る
た
め
の
仕
掛

け
が
、「
心
変
わ
り
」
の
外
的
構
成
を
な
ぞ
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
パ

ル
タ
イ
」
以
来
論
評
し
続
け
た
批
評
家
が
、
あ
ら
た
め
て
三
日
連
続
で
批
評
し

て
み
せ
る
な
ら
、
作
家
の
そ
れ
く
ら
い
の
試
み
は
論
じ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
苛

立
ち
が
「
小
林
秀
雄
氏
が
ラ
ン
ボ
オ
の
み
ご
と
な
紹
介
者
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
江
藤
氏
の
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
『
全
人
的
』
う
ん
ぬ
ん
と
い
う
こ
と

よ
り
も
、
小
林
秀
雄
氏
が
、
江
藤
氏
と
は
こ
と
な
り
、
一
人
の
詩
人
で
あ
り
芸

術
家
で
あ
っ
た
と
い
う
単
純
な
理
由
に
よ
る
の
で
す
」
と
い
う
文
章
に
繋
が
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
九

𠮷𠮷 𠮷 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

写
の
一
つ
一
つ
に
も
、
作
者
の
用
意
は
万
全
で
あ
つ
て
、
開
巻
た
ち
ま
ち
『
浅

草
花
川
戸
』『
鉄
仙
の
蔓
花
』『
連
子
窓
』『
花
畳
紙
』『
ボ
ン
ボ
ン
』『
継
羅
宇
』

『
銀
杏
返
し
』『
絎
台
』『
針
坊
主
』『
浜
縮
緬
』
な
ど
の
伝
統
的
な
語
彙
に
よ
つ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
世
界
へ
引
入
れ
ら
れ
る
」（
三
島
由
紀
夫
全
集
第

三
十
三
巻

　「
解
説
」
よ
り
）
と
賛
嘆
せ
し
め
た
言
葉
の
運
動
だ
っ
た
。

　
倉
橋
由
美
子
は
第
一
に
自
閉
的
な
言
葉
の
運
動
か
ら
脱
皮
す
る
こ
と
を
意
図

し
て
い
た
と
見
な
し
て
差
し
支
え
な
い
。

　
言
葉
の
運
動
と
は
何
か
。

　
文
中
の
言
葉
は
、
そ
れ
に
続
く
言
葉
を
規
定
し
て
行
く
。
規
定
は
意
味
だ
け

で
は
な
く
、
音
、
リ
ズ
ム
、
言
葉
自
身
の
放
つ
色
彩
、
画
数
な
ど
の
視
覚
的
要

素
、
言
葉
の
持
つ
歴
史
背
景
、
他
の
文
章
で
使
わ
れ
た
際
に
語
が
負
わ
さ
れ
た

印
象
、
社
会
的
定
着
度
合
い
、
様
々
な
要
因
を
勘
案
し
な
が
ら
次
の
言
葉
が
選

ば
れ
る
。
し
ば
し
ば
口
の
端
に
の
ぼ
る
「
最
初
の
一
行
が
、
す
で
に
し
て
最
期

の
一
行
を
決
定
し
て
い
る
」
な
る
格
言
は
連
鎖
す
る
言
葉
の
繋
が
り
、
運
動
を

指
し
て
い
る
。
決
し
て
「
物
語
の
出
だ
し
か
ら
最
期
ま
で
作
家
の
頭
の
中
で
で

き
上
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
書
記
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ

れ
は
各
言
語
の
歴
史
と
し
て
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
中
で
起
こ

っ
た
こ
と
が
、
日
本
語
の
中
で
起
こ
り
得
る
か
は
、
論
じ
よ
う
が
な
い
。
翻
訳

文
の
質
が
上
が
る
と
は
、
少
な
く
と
も
文
芸
作
品
に
お
い
て
は
日
本
語
の
運
動

の
幅
を
拡
大
し
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
同
様
に
個
々
の
作
家
が
新
境
地
を
開
く
と
は
、
自
分
の
日
本
語
の
運
動
の
幅

を
広
げ
て
み
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
倉
橋
由
美
子
「
暗
い
旅
」
は
、
固

有
名
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
な
お
、
作
品
世
界
を
織
り
上
げ
る
言
葉
の
運
動

が
可
能
か
、
と
い
う
取
り
組
み
と
し
て
ま
ず
見
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
先
に
示
し

　
固
有
名
は
一
切
な
く
、
文
章
の
リ
ズ
ム
と
ズ
ー
ム
イ
ン
・
ズ
ー
ム
ア
ウ
ト
、

仮
名
漢
字
の
配
合
加
減
だ
け
で
作
品
世
界
を
組
み
上
げ
て
行
く
。

　
こ
れ
が
先
に
名
を
挙
げ
た
円
地
文
子
「
女
坂
」
で
は
、

　「
初
夏
の
午
後
で
あ
っ
た
。

　
浅
草
花
川
戸

0

0

0

0

0

の
隅
田
川
を
背
に
し
た
久
須
美
の
家
で
は
、
母
親
の
き
ん
が
朝

か
ら
か
か
っ
て
念
入
り
に
掃
除
し
た
二
階
の
二
間
つ
づ
き
の
部
屋
の
床
に
庭
の

白
い
鉄
線
の
蔓
花

0

0

0

0

0

を
入
れ
て
、
や
れ
や
れ
こ
れ
で
す
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
腰
を

た
た
き
な
が
ら
く
ら
い
梯
子
段
を
降
り
て
来
た
。

　
玄
関
の
隣
の
連
子
窓
の
下
で
川
か
ら
明
る
い
水
明
り
に
針
の
目
を
す
か
せ

て
、
仕
立
も
の
の
縫
糸
を
と
お
し
て
い
た
娘
の
と
し
は
、
花
畳
紙

0

0

0

を
持
っ
て
部

屋
へ
入
っ
て
来
た
母
親
に
声
を
か
け
た
。

　「
今
、
お
隣
の
ボ
ン
ボ
ン
（
時
計
）
が
三
時
を
打
っ
て
よ
・
・
・
・
・
・
お

客
さ
ん
、
晩
い
ね
え
、
お
っ
母
さ
ん
」

　「
お
や
、
も
う
そ
う
な
る
か
い
。・
・
・
・
・
・
ど
う
で
宇
都
宮
か
ら
乗
り
つ

ぎ
の
人
力
車
だ
と
い
う
か
ら
、
昼
す
ぎ
と
い
っ
て
も
、
夕
方
に
は
な
ろ
う

よ
・
・
・
・
・
」

　
き
ん
は
茶
の
間
の
長
火
鉢

0

0

0

の
前
に
坐
っ
て
長
目
の
継
羅
宇
の
煙
管

0

0

0

0

0

0

に
火
を
つ

け
た
。」（
傍
点
筆
者
）

　
周
到
に
配
置
さ
れ
た
固
有
名
の
記
憶
に
よ
り
、
堅
固
な
作
品
世
界
を
提
示
す

る
。

　
他
な
ら
ぬ
江
藤
淳
に
「
こ
こ
に
は
な
に
が
し
か
の
『
過
去
』
の
記
憶
を
秘
め

て
い
な
い
言
葉
は
一
語
た
り
と
も
な
い
の
で
あ
る
」（
新
潮
文
庫
解
説
よ
り
）

と
書
か
せ
、
三
島
由
紀
夫
を
し
て
「
周
到
な
細
部
に
よ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
作

中
人
物
と
共
に
一
時
代
の
心
理
を
完
全
に
生
き
る
。
そ
の
風
俗
描
写
、
服
装
描
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小説家の冒険、批評家の物語

ま

　
　と

　
　め

　
江
藤
淳
の
当
時
の
論
評
は
、
す
で
に
他
の
論
者
―
―
た
と
え
ば
小
林
秀
雄
や

中
村
光
夫
た
ち
に
よ
っ
て
語
り
続
け
ら
れ
た
近
代
文
学
物
語

0

0

0

0

0

0

を
、
倉
橋
由
美
子

を
題
材
に
歌
っ
て
み
せ
た
趣
が
強
い
。
倉
橋
由
美
子
は
作
家
の
芸
術
観

0

0

0

0

0

0

を
前
面

に
出
し
て
応
じ
て
い
る
が
、
本
当
は
何
を
や
ろ
う
と
し
た
の
か
、
十
四
年
後

（「
作
品
ノ
ー
ト
３
」）
ま
で
明
か
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
半
世
紀
前
の
論
争

を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
批
評
家
は
文
学
物
語

0

0

0

0

を
語
り
、
作
家
は
言
葉
の
運
動

0

0

0

0

0

の
実
現
を
の
み
注
視
す
る
と
い
う
、
交
差
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
双
方
の
関
心
の

あ
り
ど
こ
ろ
が
浮
き
上
が
っ
て
来
る
。
倉
橋
由
美
子
は
文
学
物
語

0

0

0

0

に
は
興
味
を

持
た
ず
、
江
藤
淳
は
言
葉
の
運
動

0

0

0

0

0

に
は
引
き
寄
せ
ら
れ
な
い
。

　
一
匹
の
亀
を
前
に
甲
羅
の
模
様
に
注
目
す
る
の
と
、
動
き
回
る
動
作
に
心
を

寄
せ
る
の
と
の
違
い
は
、
互
い
の
会
話
を
成
り
立
た
せ
な
い
。
江
藤
淳
が
後
者

を
視
野
に
収
め
始
め
る
に
は
「
作
家
は
行
動
す
る
」
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
倉
橋
由
美
子
が
明
確
に
前
者
を
語
り
始
め
る
の
は
「
迷
路
の
旅
人
」
あ

た
り
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
ビ
ュ
ー
作
「
パ
ル
タ
イ
」
発
表
時
に
「
こ
れ

は
観
念
の
次
元
に
転
位
さ
れ
た
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
小
説
で
あ
る
」（
高
知
新
聞

　
昭
和
三
十
五
年
二
月
十
九
日
）
と
即
座
に
評
言
し
て
み
せ
た
江
藤
淳
の
読
み

の
鋭
さ
は
侮
れ
な
か
っ
た
。
安
田
女
子
大
学
「
文
芸
創
作
論
」
講
義
で
筆
者
が

学
生
に
「
パ
ル
タ
イ
」
を
読
ま
せ
た
時
、
不
快
感
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
、
と

感
想
を
寄
せ
た
学
生
が
い
た
。
平
成
二
十
六
年
、「
パ
ル
タ
イ
」
か
ら
半
世
紀

以
上
後
の
読
者
の
声
で
あ
る
。

た
東
京
新
聞
「『
暗
い
旅
』
の
作
者
か
ら
あ
な
た
へ
」
の
中
で
倉
橋
由
美
子
は

「
あ
な
た
は
『
暗
い
旅
』
の
進
行
途
上
で
と
き
ど
き
わ
た
し
の
作
業
を
の
ぞ
き

こ
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
わ
た
し
が
最
初
一
人
称
の
お
し
ゃ
べ
り
形
式

か
ら
は
じ
め
て
、
い
く
つ
か
の
ス
タ
イ
ル
を
こ
こ
ろ
み
て
は
放
棄
し
た
あ
げ
く

『
あ
な
た
』
と
い
う
形
式
に
た
ど
り
つ
い
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
」「
こ
の
小
説

の
時
間
を
支
え
る
こ
と
に
ど
う
し
て
も
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
す
」「
模
倣
と

い
わ
れ
る
こ
と
は
承
知
の
う
え
で
わ
た
し
は
『
モ
デ
ィ
フ
ィ
カ
シ
オ
ン
』
の
形

式
を
借
り
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
も
記
し
て
い
る
。
ま
た
「
倉
橋
由
美
子
全

作
品
３
」
の
「
作
品
ノ
ー
ト
３
」
で
は
「
こ
の
小
説
の
原
理
は
断
片
の
混
合
で

あ
り
、
モ
ザ
イ
ク
の
手
法
で
あ
る
が
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
か
ら
借
り
た
の
は
人
称
の

形
式
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
意
識
の
断
片
を
並
べ
て
い
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
っ

た
」
と
解
説
す
る
。

　
固
有
名
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
望
ま
ぬ
外
界
（
の
イ
メ
ー
ジ
）
を
空
中
庭
園

に
招
き
入
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
惧
を
抑
止
す
る
た
め
の
仕
掛

け
が
、「
心
変
わ
り
」
の
外
的
構
成
を
な
ぞ
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
パ

ル
タ
イ
」
以
来
論
評
し
続
け
た
批
評
家
が
、
あ
ら
た
め
て
三
日
連
続
で
批
評
し

て
み
せ
る
な
ら
、
作
家
の
そ
れ
く
ら
い
の
試
み
は
論
じ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
苛

立
ち
が
「
小
林
秀
雄
氏
が
ラ
ン
ボ
オ
の
み
ご
と
な
紹
介
者
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
江
藤
氏
の
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
『
全
人
的
』
う
ん
ぬ
ん
と
い
う
こ
と

よ
り
も
、
小
林
秀
雄
氏
が
、
江
藤
氏
と
は
こ
と
な
り
、
一
人
の
詩
人
で
あ
り
芸

術
家
で
あ
っ
た
と
い
う
単
純
な
理
由
に
よ
る
の
で
す
」
と
い
う
文
章
に
繋
が
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
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𠮷𠮷 𠮷 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

お

　わ

　り

　に

　
か
つ
て
筆
者
は
、
三
枝
和
子
と
会
食
し
た
際
、
こ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の

先
駆
者
で
も
あ
る
作
家
に
「
倉
橋
さ
ん
は
、
ず
ば
抜
け
た
才
能
の
持
ち
主
と
思

う
が
、
あ
の
人
の
文
章
に
は
他
人
を
嫌
な
気
持
ち
に
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ラ
テ
ン
語
時
代
の
文
芸
が
ど
う
と
か
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
の
叙
述
が
ど
う
と

か
、
そ
れ
が
最
低
限
の
文
学
素
養
で
あ
る
か
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
、
さ
ら
に

文
学
青
年
や
文
学
少
女
が
一
番
、
指
摘
し
て
ほ
し
く
な
い
事
柄
ば
か
り
取
り
上

げ
る
。
ど
う
し
て
な
ん
で
し
ょ
う
ね
？
」
と
意
見
を
聞
い
て
み
た
こ
と
が
あ

る
。
倉
橋
由
美
子
よ
り
六
歳
年
上
の
三
枝
和
子
が
返
し
た
答
が
今
も
記
憶
に
残

っ
て
い
る
。

　「
彼
女
は
あ
っ
と
言
う
間
に
偉
く
な
り
す
ぎ
た
ん
だ
と
思
う
。
そ
し
て
誰
も

何
も
注
意
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
よ
」

　「
そ
れ
も
悲
劇
的
で
す
ね
」

　
三
枝
和
子
は
笑
っ
て
頷
い
て
い
た
。

〔
二
〇
一
四
・
九
・
二
五
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