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小
説
の
イ
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|
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小
説
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髄
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研
究
(
完
)
|
|

北大文学部紀要 42-3

秀

仕
比

4
H
ル

亀

井

序

テ
ク
ス
ト
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
同
一
性
の
問
題

既
に
何
種
類
か
の
版
で
出
版
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
を
扱
う
場
合
、
私
た
ち
は
テ
ク
ス
ト
の
同
一
性
と
は
何
か
の
問
題
に
直
面
せ
ず
に

は
済
ま
さ
れ
な
い
。

-167-

『
小
説
神
髄
』
の
場
合
、
ま
ず
松
月
堂
よ
り
明
治
一
八
年
九
月
か
ら
翌
一
九
年
四
月
に
か
け
て
全
九
冊
の
分
冊
形
式
で
刊
行
さ
れ
、
同
年

五
月
、
そ
の
残
本
が
上
下
二
冊
の
形
で
出
版
さ
れ
た
。
筑
摩
書
房
版
『
明
治
文
学
全
集
日
坪
内
遁
逢
集
』
(
昭
和
四
四
年
二
月
)
所
収
の

『
小
説
神
髄
』
は
そ
の
九
冊
本
を
底
本
と
し
、
誤
字
や
変
体
仮
名
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
数
年
後
、
日
本
近
代
文
学
館
が
九
冊
本
そ
の

も
の
の
複
製
版
(
昭
和
五
一
年
二
月
)
を
出
し
て
い
る
。
他
方
、
遁
蓬
は
『
神
髄
』
を
春
陽
堂
の
『
遁
蓬
選
集
別
冊
第
参
巻
』
(
昭
和
二

年
一
一
月
)
に
再
録
す
る
に
当
っ
て
、
総
ル
ビ
を
パ
ラ
ル
ビ
に
変
え
、
句
読
点
や
引
用
符
を
附
し
、
内
容
も
若
干
書
き
改
め
た
。
こ
れ
を

底
本
と
し
た
の
が
角
川
書
庖
版
『
日
本
近
代
文
学
大
系
3

坪
内
遁
這
集
』
(
昭
和
四
九
年
一

O
月
)
の
『
小
説
神
髄
』
で
あ
る
が
、
そ
の



小
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

春
揚
堂
版
の
本
文
こ
そ
が
遺
逼
自
身
の
最
経
的
、
決
定
版
的
な
意
見
で
あ
り
表
現
で
あ
る
、
と
克
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
だ
っ

を
加
へ
た
も
の
だ
け

た
。
そ
れ
に
対
し
て
岩
議
文
庫
接
の
吋
小
説
神
髄
』
(
昭
和
は
お
な
じ
く
春
陽
堂
販
を
、
ご
」
れ
は
著
者
が
最
後
の
校
前

キ
ス
ト
と
い
っ
て
奇
か
ら
う
」
と
い
う
理
由
で
底
本
と
し
た
が
、
松
持
堂
版
の
表
記
表
現
を
結
え
る
た
め
、

〕
内
に
松
丹
鷺
鍛
の
総
ル
ど
ま
で
も
帰
後
一
苅
し
た
わ
け
で
な
く
、
そ
の

一O
月
)

脳
部
除
や
一
訂
正
さ
れ
た
字
匂
を
〔

っ
て
あ
る
。
た
だ
し

点
は
春
陽
堂
版
そ
の
ま
ま

私
は
本
研
究
で
主
に
筑
摩
書
房
議

G
町
内
議
遥
集
』
に
拠
り
、
必
要
に
蕗
じ
て
松
丹
堂
販
を
参
照
し
た
。
ぞ
れ
は
前
回
も
取
り
上
、
げ
た

よ

う

な

油

遠

お

引

用

ル

ピ

の

対

話

的

、

批

評

的

な

機

能

か

ら

イ

ン

タ

i
テ
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の

っ
た
。第

五
回
で
論
じ
た
ご
と
く
、

168-

実
相
を
譲
る
た
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
ぞ
は
な
い
。

こ
れ
は
一
般
的
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
分
か
り
ゃ
す
く
夏
呂
激
忘
の
作
品
を
備
に
挙
げ
る
な
ら
ば
、
か
れ
の
作
品
は
初
出
、
初
版
の
形

だ
け
で
な
く
、
香
櫨
の
全
集
や
文
薄
本
の
形
で
龍
布
し
て
お
り
、
護
わ
ば
そ
の
都
度
灘
字
や
ル
ピ
、
仮
名
づ
か
い
や
送
り
仮
名
が
異
っ
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
た
ち
は
初
版
本
の
と
現
代
か
な
づ
か
い
に
改
め
ら
れ
た
文
慾
販
の
『
三
四
郎
』
と
を
問
じ
作
品

と
見
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
内
容
の
悶

性
と
い
う
判
断

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
斡
新
を
支
え
る
前
提
は
、

た
と

代
か
な
づ
か
い
や
送
り
仮
名
に
変
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
同
一
の
概
念
や
文
法
的
問
機
能
を
持
つ

題
名
を
持
つ
他
の
殺
と
お
な
じ
語
膜
で
記
列
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
お
な
じ
内
容
を
訟
え
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

れ
る
語
が
、
間

の
作
者
名
と

い
や
そ

れ
だ
け
で
は
ま
だ
不
十
分
で
、
そ
の
な
か
の
謹
示
顕

あ
れ
、
こ
れ
〉
や
代
名
諮
(
か
れ
、
あ
な
た
、
わ
た
し
)
が
も
し
作
品
外

の
対
象
を
指
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
読
む
人
関
に
よ
っ
て
到
な
対
象
が
見
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
お
な
じ
内
容
を
伝
え
る
と
は
一
言
い
に

く
い
。
そ
の
意
味
で
そ
の
指
示
議
や
代
名
一
認
の
対
象
が
お
な
じ
作
品
舟
に
見
出
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
ず
、
つ
ま
り
指
示
語
と
被
指
示
諾
と



の
装
丁
や
活
字

に
な
っ
て
く
る
。
と
も
あ
れ
、

セ

イ

ム

ネ

ス

に
は
ル
ど
の
脊
無
そ
も
超
え
た
内
缶
詰
同
一
性
と
し
て
趨
越
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ

の
よ
う
に
判
務
さ

一
の
内
容
は
、
品
販

が
露
じ
ら
れ
た
関
係
に
あ
る
こ

か
ら
内
容
中
心
主

テ
ク
ス
ト
の
取
り
扱
い
が
蛤
ま
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
テ
ク
ス
ト
は
あ
く
ま
で
も
作
者
の
表
斑
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
歌
石
の
『
訪
っ
ち
ゃ

の
藤

稿
を
み
れ
ば
、

か
れ
は
「
赤
シ
ャ
ツ
L

に
片
か
な

い
た
わ
げ
で
な
く
、

へ
の
手
紙
の
な
か
で

で
意
聞
い
て
い
た
。
こ

れ
は
無
学
で
片
か
な

い
清
へ

そ

で
も
「
赤
シ
ャ

に
統
一
し
て
し
ま
う
と
、

れ
」
の
心
づ

つ

寸
お
れ
」

忘
れ

jJ> 

しユ
iJま
失
わ
れ
る

今と
にに
帰、な
す、り
よか

ね
な
し〉。

ぃ
。
今
と
な
っ
て

ら
積
り
た
一
一
一
円
に
つ
い
て
、
寸
此
三
丹
は
仰
向
に
使
っ
た
か

て
滞
し
て
や
り
た
く
て
も
帰
せ
な
い
い
と
書

註
一

て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
こ

169-

い
で
あ
る
以
上
、
こ
の
「
掃
す
」

ス
ト
の
よ
う
に
勝
手
に
「
返
す
」

の
復
元
作
業
は
作
者
の
意
図
を
採
る
譲
擦
な
手
が
か
り
の
一
つ
で
は
あ
り
う
る
が
、
こ
れ
な
逆
に
見
れ
ば
テ

う
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル

ク
ス
ト
の
多
様
な
意
味
体
仲
間
服
晶
化
作
者
の
意
霞
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
結
湾
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い

そ
れ
を
絶
対
化
し
、
謡
選
化
し
て
し
ま
う
結
果
に
終
る
だ
げ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
一
覧
学
問
的
に
薮
密
な
こ
の
作
業
は
、
先
の
よ
う
な
内

容
中
心
主
義
的
根
本
テ
ク
ス
ト
を
薙
定
ず
る
と
い
う
意
味
で
そ
の
補
強
方
法
以
外
で
は
な
い
。
じ
つ
は
内
容
中
心
主
義
を
生
み
出
す
諾
絞

っ
て

ス
テ
ム
の
な
か
に
蒋
在
理
由
宇
佐
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
マ
あ
る
。

既
に
開
明
ら
か
だ
と
思
う
が
、
私
が
松
月
堂
版
や
そ
れ
そ
底
本
と
し

の
『
小
説
神
髄
隔
を
選
ん
だ
の
は
、
在
の
よ
う
な
オ

リ
ジ
ナ

っ
て
で
は
な
か
っ

む
し
ろ
私
は
諮
殺
の
表
記
的
、
ヴ
ア
リ
ア
ン
ト
を
尊
重
す
る
立
場
に
立
つ
が
、

を
無
条
件
に
支
持
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

内
容
中
心
主
義
に
よ
っ
て
は
見
落
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い

北
中
人
文
学
部
紀
要



小
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

例
え
ば
ル
ビ
や
引
用
符
や
句
読
点
な
ど
を
そ
の
時
代
の
出
版
、
言
説
状
況
と
か
か
わ
る
仕
方
と
し
て
読
み
解
い
て
み
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
春
陽
堂
版
の
『
神
髄
』
も
も
う
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
迫
遣
の
改
訂
し
た
「
標

準
的
テ
キ
ス
ト
L

と
し
て
と
い
う
よ
り
は
、

そ
の
時
点
に
お
け
る
印
刷
や
言
説
の
状
況
と
の
関
係
で
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ

の
よ
う
に
初
版
や
改
訂
版
や
再
出
版
と
と
も
に
現
わ
れ
て
く
る
非
同
一
性
の
側
面
を
文
化
的
、
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
置
い

は
じ
め
て
超
越
論
的
な
内
容
中
心
主
義
を
相
対
化
し
う
る
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
性
の
見
方
が
実
現
さ
れ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の

て
み
る
時
、

改
訂
版
や
諸
版
の
刊
行
に
応
じ
て
生
産
さ
れ
再
生
産
さ
れ
る
一
定
パ
タ
ー
ン
の
言
説
に
よ
っ
て
つ
い
に
は
先
験
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
観
念

の
虚
構
性
も
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
も
と
も
と
私
の
ね
ら
い
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
小
説
神
髄
』
の
再
刊
を
促
し
、

ま
た
そ
の
刊
行
と
と
も
に
再
生
産
さ
れ
る
言
説
は
、

お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
迫
遣
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
影
響
の
下
に
功
利
主
義
的
な
文
学
観
を
排
し
、
文
学
の
自
立
を
説
い
た
が
、
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る

近
代
的
な
文
学
観
の
表
明
の
晴
矢
で
あ
っ
た
。
そ
の
自
立
を
実
現
す
る
小
説
方
法
は
、

一
つ
に
は
虚
構
世
界
を
あ
た
か
も
現
実
に
対
す
る

が
ご
と
く
客
観
的
、
写
実
的
に
描
く
こ
と
で
あ
り
二
一
つ
に
は
心
理
学
者
の
眼
を
も
っ
て
人
聞
の
内
面
を
追
求
す
る
こ
と
だ
っ
た
、
云
々
。

も
ち
ろ
ん
論
者
に
よ
っ
て
以
上
の
要
点
の
肉
づ
け
は
微
妙
に
異
り
、
時
に
は
近
世
戯
作
的
な
文
学
観
の
残
津
を
指
摘
し
て
、
近
代
文
学
観

の
不
徹
底
を
批
判
す
る
ほ
う
に
力
点
を
置
い
た
評
論
や
研
究
も
み
ら
れ
る
の
だ
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
以
上
が
そ
の
前
提
だ
っ
た
こ
と
に
変

り
は
な
い
。
そ
の
聞
け
っ
し
て
疑
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
の
は
、
「
近
代
的
な
文
学
」
な
る
も
の
が
存
在
し
た
し
、

ま
た
日
本
で
も
実
現

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
「
文
学
の
自
立
」
は
文
学
の
存
在
理
由
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
り
、
文
学
制
作
は
常
に
そ
の
実
現
と
維
持

を
志
向
す
る
実
践
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
「
作
者
」
の
「
内
面
」
の
真
実
こ
そ
そ
の
寸
自
立
」
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
観
念

で
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
ら
の
言
説
が
く
り
返
さ
れ
る
度
に
そ
の
観
念
は
強
化
さ
れ
、

つ
い
に
は
自
明
の
前
提
の
ご
と
く
先
験
化



さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
『
小
説
神
髄
』
は
そ
れ
ら
の
言
説
の
な
か
で
し
か
研
究
の
対
象
と
な
り
え
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
ら
の
言
説
に
よ
っ

て
再
刊
の
意
味
が
作
り
出
さ
れ
、
逆
に
ま
た
そ
の
再
刊
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
言
説
を
再
生
産
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
関
係
の
な
か

で
上
巻
の
原
理
論
的
な
部
分
だ
け
が
中
心
化
さ
れ
る
結
果
を
生
ん
だ
。
下
巻
の
小
説
作
法
論
的
な
部
分
に
ほ
と
ん
ど
関
心
が
払
わ
れ
な

か
っ
た
の
も
そ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

本
研
究
の
ね
ら
い
は
そ
う
い
う
状
況
の
総
体
に
異
議
を
申
し
立
て
、
そ
も
そ
も
小
説
に
つ
い
て
の
言
説
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
き
た

の
か
を
検
討
し
つ
つ
、
『
小
説
神
髄
』
を
読
み
変
え
る
新
し
い
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
拓
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
下
巻
の

ほ
う
に
よ
り
多
く
関
心
を
向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
近
世
的
な
観
念
も
『
神
髄
』
を
生
む
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー

だ
っ
た
、
な
ど
と
凡
庸
な
事
実
を
確
認
し
た
い
が
た
め
で
は
な
い
。
先
の
言
説
が
生
ん
だ
も
う
一
つ
の
結
果
は
、
『
小
説
神
髄
』
を
近
代
的

文
学
観
の
初
発
と
し
て
文
学
史
的
な
エ
ポ
ツ
ク
を
設
け
る
見
方
だ
っ
た
。

つ
ま
り
『
神
髄
』

に
言
及
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
こ
の
前
近

代
/
近
代
と
い
う
二
分
法
を
承
認
し
、
自
己
の
言
説
を
『
神
髄
』
以
後
の
文
学
論
の
系
譜
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
儀
式
で
も
あ
っ

た
と
言
え
る
が
、
そ
の
上
で
の
近
世
的
な
も
の
の
再
評
価
や
復
権
な
ど
と
い
う
こ
と
は
私
の
意
図
に
は
な
か
っ
た
。
私
も
便
宜
的
に
近
世

と
い
う
歴
史
的
区
分
の
用
語
を
使
つ
て
は
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
む
し
ろ
あ
の
二
分
法
を
解
体
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
『
神
髄
』
の
時
期
の
遁

這
に
と
っ
て
共
時
的
に
あ
っ
た
言
説
を
、
か
れ
が
文
明
開
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
拠
っ
て
強
引
に
通
時
化
し
て
し
ま
お
う
と
し
た
仕
方
、

ー
ー
そ
の
意
味
で
た
し
か
に
か
れ
は
あ
の
こ
分
法
の
創
始
者
で
あ
っ
た
ー
ー
そ
の
仕
方
を
も
解
体
し
て
、
共
時
と
通
時
の
交
錯
す
る
様
相

を
明
ら
め
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
そ
う
い
う
意
図
を
も
っ
て
進
め
て
き
た
作
業
の
な
か
で
、

ま
だ
着
手
し
て
い
な
い
問
題
が
一
つ
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
遁
這
が
実
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小
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

現
し
よ
う
と
し
た
「
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
は
ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
附
着
し
て
い
た
か
、
換
言
す
れ
ば
「
小
説
」
と
は
如

何
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
式
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
検
討
し
て
こ
の
研
究
の
終
り
と
し
た
い
。

人
生
と
内
面
の
問
題

あ
ま
り
に
も
く
り
返
し
言
わ
れ
た
た
め
に
自
明
の
前
提
と
し
て
先
験
化
さ
れ
、
つ
い
に
は
盲
点
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
観
念
、
そ
れ
を
一

ラ

イ

フ

九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
小
説
の
言
説
の
な
か
に
探
る
な
ら
ば
、
ま
ず
人
生
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ラ
イ
ブ
は
人
生
一
般
を

オ

1

J
デ

イ

ナ

ル

・

ラ

イ

フ

指
す
の
で
は
な
く
、
現
代
社
会
に
普
通
よ
く
み
か
け
る
生
活
浮
沈
で
あ
っ
た
。
遁
逼
が
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
第
八
版

の閉山
O
冨
〉
Z
打
開
の
記
述
を
密
輸
入
的
に
利
用
し
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
が
、

そ
の
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
冒
頭
、

お
そ
ら
く
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
定
義
を
紹
介
、
批
判
し
な
が
ら
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。

君
。

4
5ロ
E
Z
E
F
q
E己
目
白
色
円
。
仏

O
Rユ
げ
ぬ
釦
勾
む
き
さ
円

m
g
h
h
山
片
付
吾
目
。

5

5司
E
Z
5
E
H
)
5
8
2
話

g
n
p
o
E
Z吋
ゆ
え

。
向
者
庄
の

F
E目
白
石
。
ロ
自
民
話

]]O己
的
自
己

5
の
O
B
E
S
E
n
E
2
5
3
Z
E
m
F
5
。
唱
。
∞
包

Z
F
o
E
E
E仏
百
円

g
h
q
o也氏
w

者
町
目
。
『
』
。
}
戸
口
印
。
ロ
宮
山
印
骨
∞

R
5
0己
出
印
公
釦
印
目
。

O
P
E
-
m
u
m
g
o可釦]]可

Oご
。
〈
ぬ
一
ョ

σロ
件
当

E
各
省
o
d
g
c
E
S
F
q
己
丸
山
口

o
m
m
d

出
丘
町
立
。

5
E
R
E
-〈
少
岳
山

2
z
m
骨

O
B
F
O
B
E
g
n
p
σ
ゅ
の
き

ω
o
F
0
2
8
Z
R
O
R
g
E
E
C己
主
包
件
。
任
命
。

E
E
R可
可
包
ロ

。
同
町
ロ
ロ
戸
山
口
巾
〈
巾
口
一
打
タ

ωロ門回一円
FO
口同。門同

OHロ印片山件。。]九回。の目。件一可・
3
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こ
の
筆
者
が
冨
。
仏
南
口
問
。
目
印
ロ

g
m自己
Z
0
4
0
-
の
箇
所
で
も
お
な
じ
定
義
を
く
り
返
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
こ
れ
を
当
時
の

註
二

最
大
公
約
数
的
な
意
見
た
ら
し
め
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
英
語
で
は
め
活
再
は
重
大
事
件
、
吉
の
円
門
目
。
再
は
そ
れ
に
伴
う

小
さ
な
偶
発
事
を
意
味
す
る
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
の
使
い
分
け
は
む
し
ろ
そ
の
反
対
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

れ
ば
、
ロ
マ
ン
ス
と
は
信
じ
が
た
い
異
常
な
事
件
が
主
人
公
を
神
変
不
可
思
議
な
運
命

(EZ)
に
巻
き
込
ん
で
ゆ
く
虚
構
の
物
語
で
あ

イ
ヴ
エ
ン
ト

る
が
、
ノ
ル
ヴ
ェ
ル
も
ま
た
お
な
じ
虚
構
と
は
い
え
、
人
間
み
合
す
か
ら
が
惹
き
起
す
一
連
の
出
来
事
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
人
生
(
毘
ぬ
)

つ
ま
り
こ
の
定
義
に
よ

を
語
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
己

R
。
E
E
C
D
と
の

O
B
B。口、

EH尚
一
門
口
町
民
日
包
と

}
5
5山
口
の
二
項
対
立
が
合
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

一
口
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
で
は
右
の
定
義
の
な
か
で
、
当
時
の
遭
蓬
が
も
っ
と
も
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
み
に
く
か
っ
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、

オ
ロ
ギ
ー
を
放
射
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
右
の
場
合
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
既
に
一
方
で
は
馬
琴
の
『
八
犬
伝
』

物
語
を
持
ち
、
他
方
で
は
為
永
春
水
の
人
情
本
を
持
っ
て
い
た
日
本
の
一
青
年
に
と
っ
て
、

の
よ
う
な

-173-

ど
ん
な
言
説
も
か
な
ら
ず
何
ら
か
の
自
明
の
前
提
を
含
ん
で
い
て
、
じ
つ
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
無
意
識
化
さ
れ
た
前
提
に
よ
っ
て
あ
る
イ
デ

ロ
マ
ン
ス
や
ノ
ヴ
ェ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
る

こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
か
れ
が
イ
メ
ー
ジ
を
欠
い
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
近
代
社
会
(
匹
。
目
。
己

q
D

回
目
い
知
件
。
。
片
的

o
n町
内
凶
片
山
刊
)

の
ほ
う
で
あ
っ
た
。
右
の
筆
者
は
近
代
社
会
と
は
知
何
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
を
し
て
い
な
い
。
た
だ
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
ノ
ヴ
ェ
ル
の
興
隆
は
一
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
、
た
ま
た
ま
ド
ラ
マ
の
衰
退
と
撲
を
一
に
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
た

だ
け
で
あ
る
が
、
遁
遣
と
し
て
は
そ
れ
を
手
が
か
り
に
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ブ
リ
タ
ニ
カ
と
遁
遣
の
記
述
を

比
較
し
て
み
れ
ば
、

そ
の
辺
の
経
緯
が
よ
く
み
え
て
く
る
。
遁
蓬
が
敷
街
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、

そ
こ
に
こ
そ
ノ
ヴ
ェ
ル
を
め
ぐ
る
言
説

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
影
響
が
作
用
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
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45濡Qγ1ト守マ口百ヤー

The novel aspired， in fact， to perform for a reading and refined age， what the drama had done for a ruder 

and more excitable period; to embody the spirit of the times in pictures at once amusing and accurate， and in 

the form best calculated to awaken aUention and interest in those to whom they are addressed. In the earlier 

periods of a nationalliterature， while the poetical and imaginative spirit of the time takes the direction of the 

long prose romance， the task of painting manners， and satirizing follies， and displaying the comic oddities of 

character， is most efficiently performed by the drama. -…But as society becomes more decorous， and 

peculiariti白 ofmanners less marked， the pictures exhibited by the stage are apt to become less true; for 

dramatic effect appears to demand something more stimulating than reality affords; and hence the drama， with 

a pardonable leaning to the principle of stage effect， often continues to reproduce the manners， vices， and 

humours of a preceding age， long after they have ceased to exist， merely because they are found beUer adapted 

to that broad and strongly-coloured delineation in which it cheafly deals 
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現
を
演
劇
が
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
、

と
く
に
後
者
に
関
す
る
指
摘
な
ど
は
演
劇
固
有
の
作
法
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す

る
な
ら
ば
、

そ
の
演
出
法
や
演
技
が
今
の
時
代
の
人
た
ち
の
感
情
表
出
と
ず
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
社
会
の
ほ
う
が
よ
り
行
儀

よ
く
な
っ
て
特
異
な
風
習
は
薄
れ
て
き
た
の
だ
と
か
、
演
劇
は
現
実
の
反
映
以
上
の
何
か
の
刺
激
的
な
要
素
が
必
要
で
あ
る
た
め
結
局
前

時
代
の
大
げ
さ
で
ど
ぎ
つ
い
演
技
を
再
演
す
る
し
か
な
い
の
だ
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
遁
遣
は
こ
の
点
も

額
面
ど
お
り
に
、

い
や
そ
れ
以
上
の
意
味
づ
け
を
も
っ
て
粗
野
未
聞
と
近
代
と
の
対
比
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
少
し
長
い
引
用
に

な
る
が
、

そ
の
過
剰
な
意
味
づ
け
は
次
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

ま

こ

と

せ

う

せ

つ

は

い

し

の

ロ

せ

い

あ

ら

そ

の

き

い

だ

ん

こ

と

ゆ

え

ん

な

に

ら

へ

ん

さ
あ
ら
ば
真
の
小
説
稗
史
(
那
ベ
ル
)
ハ
い
か
な
る
時
世
に
現
は
る
〉
ぞ
其
奇
異
語
と
異
な
る
所
以
ハ
そ
も
ま
た
何
等
の
辺
に
あ
る

い

は

の

す

な

は

し

ん

せ

い

せ

う

せ

つ

よ

お

こ

な

お

ほ

む

え

ん

げ

き

す

い

び

と

き

そ

の

ゆ

ゑ

そ

う

ぷ

ん

く

わ

あ

さ

や
日
く
那
ベ
ル
即
ち
真
成
の
小
説
の
世
に
行
は
る
〉
ハ
概
ね
演
劇
衰
微
の
時
に
あ
り
其
故
ハ
そ
も
い
か
に
と
い
ふ
に
総
じ
て
文
化
の
浅

み

か

い

も

う

ま

い

よ

ひ

と

み

な

う

は

ペ

し

ん

き

め

み

つ

な

に

い

じ

ゃ

う

か
り
け
る
未
開
蒙
昧
の
世
に
あ
り
て
ハ
人
皆
皮
相
の
新
奇
を
よ
ろ
こ
び
眼
の
つ
け
ど
こ
ろ
密
な
ら
ね
パ
何
に
で
も
あ
れ
異
常
に
し
て

や

〉

ち

う

も

く

う

な

し

ん

き

せ

い

し

っ

き

そ

お

も

し

ろ

お

も

つ

ね

か

っ

こ

の

梢
々
注
目
を
促
が
す
べ
き
新
奇
の
性
質
あ
る
も
の
あ
り
な
パ
競
ふ
て
こ
れ
を
も
て
は
や
し
て
面
白
き
も
の
と
思
ふ
ハ
常
な
り
且
ま
た
此

ζ
ろ

ひ

と

こ

〉

ろ

い

ま

に

ん

口

や

う

い

か

よ

ろ

こ

か

な

し

た

の

し

そ

う

す

こ

ぶ

げ

き

せ

っ

ロ

ゃ

う

比
の
人
の
情
ハ
今
の
人
情
と
ハ
お
な
じ
か
ら
で
怒
り
て
も
喜
び
て
も
ま
た
哀
ミ
て
も
楽
ミ
て
も
総
じ
て
頗
る
る
激
切
な
る
か
ら
七
情

そ

の

き

よ

ど

う

そ

の

が

ん

し

よ

く

あ

ら

く

ま

ひ

と

み

こ

れ

し

か

し

だ

う

り

〉

よ

く

は

た

ら

き

か

す

か

お
の
ず
か
ら
其
挙
動
と
其
顔
色
と
に
見
は
れ
つ
〉
隈
な
く
人
に
見
ら
れ
し
な
り
是
併
な
が
ら
道
理
力
の
作
用
き
は
め
て
微
な
り
し
か

U

た

ん

口

ゃ

う

よ

く

お

さ

と

ぎ

こ

〉

ろ

お

も

お

も

て

き

よ

E
う

ら
に
一
時
一
旦
の
情
欲
を
パ
抑
へ
止
む
る
こ
と
か
な
は
で
心
に
思
ふ
こ
と
を
さ
へ
に
あ
ら
は
に
外
面
に
う
ち
い
だ
し
つ
ま
た
ハ
挙
動

み

こ

の

U
だ

い

ひ

と

/

¥

い

は

ゆ

る

き

へ

き

お

ほ

わ

ら

く

せ

の

〉

し

く

せ

あ

は

れ

く

せ

に
も
見
え
た
る
な
り
さ
れ
パ
此
時
代
の
人
々
に
ハ
所
謂
奇
癖
も
す
こ
ぶ
る
多
く
て
笑
ふ
べ
き
癖
あ
り
罵
る
べ
き
癖
あ
り
偶
む
べ
き
癖
も

に

く

く

せ

ゆ

ゑ

こ

の

り

だ

い

に

ん

じ

ゃ

う

せ

た

い

ま

っ

た

ひ

さ

う

み

う

っ

か

た

か

あ
れ
パ
悪
む
べ
き
癖
も
あ
り
け
む
(
中
略
)
故
に
此
時
代
の
人
情
世
態
ハ
全
く
皮
相
に
見
え
た
る
か
ら
写
し
い
だ
す
に
難
か
ら
ね
パ
彼

ら

う

た

ぐ

ひ

そ

の

ひ

と

〉

ほ

り

ゑ

が

よ

さ

ん

き

ょ

う

ぶ

ん

さ

い

と

と

う

じ

き

く

し

ゃ

ふ

で

さ

き

の
羅
マ
ン
ス
の
類
に
す
ら
其
一
通
ハ
描
き
い
だ
し
て
世
の
一
祭
に
供
せ
し
か
ど
な
ほ
文
才
に
富
ま
ざ
り
げ
る
当
時
の
作
者
の
筆
頭
に

北
大
文
学
部
紀
要

-175-



小
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

い

き

車

が

に

ん

ロ

ゃ

う

せ

た

い

さ

は

か

と

き

あ

た

こ

ま

か

ふ

う

ぞ

く

う

つ

つ

ば

ら

に

ん

U
ゃ

う

え

ハ
活
た
る
や
う
に
ハ
描
き
が
た
き
人
情
世
態
も
多
な
る
べ
し
斯
か
る
時
に
当
り
て
ハ
精
細
に
風
俗
を
写
し
い
だ
し
詳
明
に
人
情
を
見

か

車

ん

げ

き

ま

さ

ま

れ

こ

れ

く

に

と

こ

ろ

さ

ベ

つ

ゑ

ん

げ

き

さ

い

だ

ん

お

と

ろ

ゆ

ゑ

ん

し
む
る
も
の
彼
の
演
劇
に
優
る
ハ
稀
な
り
(
中
略
)
固
定
国
所
の
差
別
も
な
く
演
劇
さ
か
え
て
奇
異
曹
衰
ふ
る
所
以
な
り

ブ
リ
タ
ニ
カ
の
筆
者
は
た
ま
た
ま
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
小
説
の
興
隆
と
演
劇
の
衰
退
と
が
一
致
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
だ

ロ
ー
マ
ン
ス

け
だ
っ
た
が
、
遁
蓬
は
そ
れ
を
文
学
史
一
般
の
法
則
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
そ
の
上
に
、
奇
異
曹
の
衰
退
と
演
劇
の
興
隆
と
い
う

法
則
ま
で
も
附
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
交
替
を
決
定
し
た
の
は
人
情
を
写
す
各
ジ
ャ
ン
ル
の
機
能
の
違
い
、

と
い
う
よ
り
は

人
々
が
人
情
を
あ
ら
わ
す
仕
方
の
時
代
的
な
変
化
で
あ
っ
た
。

か

れ

い

ち

り

こ

れ

い

ち

U

U

か

う

へ

ん

せ

ん

ぷ

ん

う

ん

は

っ

た

つ

り

ん

ち

い

っ

そ

う

す

〉

さ
ハ
あ
れ
彼
も
一
時
な
り
此
も
一
時
な
り
時
好
の
変
遷
と
文
運
の
発
達
ハ
い
ま
だ
こ
〉
に
し
も
と
ゾ
ま
ら
ね
パ
人
智
い
ま
一
層
進
む

い

た

よ

ひ

と

し

だ

い

く

わ

び

こ

の

よ

ろ

づ

こ

と

に

し

ゆ

み

え

そ

の

に

ん

U
ゃ
う

に
至
れ
ば
世
の
人
次
第
に
華
美
を
好
ミ
て
万
の
事
ミ
な
む
か
し
に
似
ず
主
と
し
て
外
観
を
か
ざ
る
も
の
か
ら
其
人
情
ハ
か
は
ら
ず
と

そ

の

ぐ

わ

い

め

ん

よ

ひ

と

U
だ

い

ひ

お

ほ

い

こ

と

よ

し

っ

き

も
其
外
面
に
あ
ら
は
れ
た
る
世
の
人
の
た
ち
ふ
る
ま
ひ
ハ
す
ぎ
に
し
時
代
の
も
の
に
比
す
れ
パ
大
に
異
な
る
由
あ
る
べ
し
か
く
て
月

ひ

ふ

か

こ

と

ふ

う

ぞ

く

し

う

く

わ

ん

せ

り

ゃ

う

あ

と

な

り

な

り

ゆ

ひ

と

ち

り

よ

く

す

〉

日
を
経
る
う
ち
に
ハ
彼
の
異
や
う
な
る
風
俗
習
慣
い
つ
し
か
世
上
に
迩
を
た
ち
て
成
た
〉
ざ
る
や
う
成
行
く
の
み
か
人
の
智
力
も
進

わ

が

り

ゃ

う

よ

く

よ

く

せ

い

そ

の

お

も

て

っ

と

た

と

へ

お

ほ

い

い

か

を

り

お

も

て

め
る
ま
〉
我
情
欲
を
抑
制
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
ハ
其
面
に
あ
ら
は
さ
y
る
や
う
力
め
つ
べ
し
誓
パ
大
に
怒
り
し
折
に
も
わ
ざ
と
面
を

や

わ

し

ゃ

う

よ

っ

か

た

か

な

と

き

な

み

だ

に

ん

じ

ゃ

う

和
ら
げ
つ
〉
従
容
と
し
て
語
ら
ふ
べ
く
ま
た
ハ
は
な
は
だ
し
く
悲
し
き
時
に
も
涙
を
な
が
さ
ぬ
こ
と
ゃ
あ
る
べ
し
人
情
か
く
の
ご
と

へ

ん

き

た

か

げ

き

せ

っ

た

い

ど

ょ

う

し

ゃ

う

や

げ

ん

せ

う

り

阜

ん

し

て

い

げ

き

じ

ゃ

う

ゑ

ん

と

こ

ろ

に

ん

口

ゃ

う

せ

た

い

や

う

や

U

く
変
じ
来
り
て
彼
の
激
切
な
る
態
度
容
姿
の
漸
く
減
少
な
す
に
い
た
れ
パ
梨
園
子
弟
が
劇
場
に
て
演
す
る
所
の
人
情
世
態
ハ
漸
く
時

せ

い

か

な

し

ん

う

っ

た

そ

ゑ

ん

げ

さ

せ

い

し

っ

し

ん

せ

ま

む

し

ろ

し

ん

こ

勢
に
適
は
ず
し
て
真
を
写
す
に
堪
へ
ざ
る
べ
し
夫
れ
演
劇
の
性
質
た
る
真
に
逼
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
で
寧
真
に
越
え
つ
べ
き
も
の
な

こ

と

ば

か

こ

れ

ま

も

の

も

ぎ

そ

の

し

ゅ

な

う

ま

も

の

な

ら

び

も

の

ぎ

り
語
を
換
へ
て
之
を
い
へ
パ
真
物
そ
れ
み
づ
か
ら
を
模
擬
す
る
を
パ
其
主
脳
と
ハ
な
す
に
あ
ら
で
真
物
井
に
あ
る
物
を
パ
擬
す
る
を



し

ゆ

が

ん

り

ぷ

さ

主
眼
と
な
す
も
の
な
り
(
理
ヤ
リ
チ
イ
不
ラ
ス
叙
ム
シ
ン
グ
)

せ
2

っ
こ

す
ハ
か
た
か
る
べ
き
ひ
と
つ
の
証
拠
と
い
ふ
べ
き
な
り

こ

れ

え

ん

げ

き

ぷ

ん

め

い

じ

だ

い

り

ゃ

う

た

U

う
つ

(
中
略
)
是
し
か
し
な
が
ら
演
劇
も
て
文
明
時
代
の
情
態
を
パ
写
し
い
だ

こ
の
よ
う
に
対
比
さ
れ
た
激
切
な
る
人
情
と
そ
の
抑
制
と
が
、
俗
言
と
雅
言
と
の
対
比
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

ぃ
。
と
同
時
に
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
か
れ
に
理
論
的
整
合
の
負
担
を
強
い
た
理
由
も
よ
く
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

ノ
ヴ
エ
ル

小
説
が
人
智
進
ん
で
情
欲
を
抑
制
す
る
こ
と
を
覚
え
た
近
代
社
会
の
中
心
的
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
た
り
え
た
、
そ
の
資
格
・
条
件
は
こ
の

司必

w

，ぇ

社
会
の
外
観
を
か
ぎ
り
抑
制
さ
れ
た
風
俗
世
態
を
写
す
こ
と
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
代
の
俗
言
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
が
俗
言
は
そ
の
外
観
の
内
に
秘
さ
れ
た
七
情
を
化
粧
を
施
さ
ず
し
て
こ
と
ご
と
く
発
い
て
し
ま
う
だ
け
で
な
い
。
そ
の
都
僅
狼
俗

見
方
を
変
え
れ
ば
か
れ
は
こ
う
い
う
方
法
論
的
難
題
を
み
ず
か
ら
作
っ
て
い
ま
う
ほ
ど
、
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
た
回
己
片
山
印
印
O
巳
兵
三

ν
o
g
E
g

-177 

の
故
に
人
智
進
ん
だ
社
会
を
写
す
に
ふ
さ
わ
な
い
の
で
あ
る
。

5
0
5
仏巾の

0
5己印
L
ロ仏

c
o
g
-
Eユ己
2
。
向
日
山
口
口
mw門
的

-
o
g
g時
wop--::ョ
と
い
う
表
現
か
ら
、
過
剰
な
意
味
を
引
き
出
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
誤
訳
と
か
豪
傑
訳
と
か
と
評
し
て
済
ま
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
先
に
は

5
8
5
5。ロ
/
8
5
5。
ロ
と
い
う
二
項

対
立
で
近
代
社
会
を
基
準
化
し
、
こ
こ
で
は

E
門
日
常
吉
ユ
邑
/
百
出
口
包
括
。
、
あ
る
い
は

U
Rロロ
R
/骨
8
5
5
と
い
う
対
比
に
よ
っ
て
、

近
代
社
会
の
前
時
代
に
対
す
る
優
位
性
を
示
唆
す
る
。
お
そ
ら
く
遁
遣
は
そ
れ
を
、
未
開
/
文
明
開
化
と
い
う
こ
項
対
立
の
枠
組
み
よ
っ

〈

わ

び

こ

の

み

え

て
受
け
止
め
、
し
か
も
文
明
開
化
H
近
代
社
会
を
特
徴
づ
け
る
お
同
吉
包
や
骨

8
5
5
を
、
「
華
美
を
好
み
」
「
外
観
を
か
ざ
る
L

と
い
う

意
味
に
理
解
し
た
。
遁
遣
の
選
ん
だ
形
容
語
句
は
一
見
近
代
社
会
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
の
評
価
に
み
え
る
が
、

そ
れ
ら
の
特
徴
を
も
た

ら
し
た
の
が
道
理
力
の
作
用
、
人
智
の
進
歩
で
あ
る
以
上
は
|
|
た
だ
し
こ
う
い
う
原
因
論
は
プ
リ
タ
ニ
カ
に
は
な
か
っ
た
|
|
こ
れ
は

北
大
文
学
部
紀
要
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説
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デ
オ
ロ
ギ
ー

ペ

キ

ユ

リ

ア

リ

テ

ィ

パ

ッ

シ

ョ

ン

ク

オ

リ

テ

ィ

未
開
H
前
近
代
に
お
け
る
無
抑
制
な
奇
癖
の
発
揮
や
情
欲
の
発
現
を
批
判
す
る
規
範
た
る
べ
き
美
質
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
普
遍
的
規
範
化
。
こ
れ
を
自
己
確
認
し
続
け
る
鏡
と
し
て
空
間
的
な
他
者
を
設
定
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
運
動
が
、

註
三

エ
ド
ワ
ー
ド
・

w
・
サ
イ
l
ド
の
一
言
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
筆
者
は
そ
の
操
作
を
、
通
時
的
に
前
時

代
化
し
た
演
劇
に
対
し
て
試
み
た
と
言
え
よ
う
。
遁
蓬
は
そ
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
眼
差
し
を
受
け
入
れ
た
日
本
の
知
識
人
と
し
て
、

自
国
の
前
近
代
の
上
に
そ
れ
を
空
間
的
、
時
間
的
に
増
幅
さ
せ
つ
つ
転
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
逆
に
導
き
出
し
た
の
が
、

た

と

へ

お

ほ

い

い

か

お

り

お

も

て

や

わ

し

ゃ

う

よ

っ

か

た

か

な

と

き

な

み

だ

の
「
警
パ
大
に
怒
り
し
折
に
も
わ
ざ
と
面
を
和
ら
げ
つ
〉
従
容
と
し
て
語
ら
ふ
べ
く
ま
た
ハ
は
な
は
だ
し
く
悲
し
き
時
に
も
涙
を
な
が
さ

そ

と

あ

ら

は

ぐ

わ

い

ぷ

お

こ

な

い

う

ち

か

く

な

い

ぷ

お

も

ひ

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
外
に
現
る
〉
外
部
の
行
為
と
内
に
蔵
れ
た
る
内
部
の
思
想
」
と
い
う
こ

ノ
ヴ
エ
ル

そ
れ
こ
そ
普
遍
的
な
人
間
像
と
し
て
定
立
さ
れ
る
。
と
同
時
に
そ
の
二
面
性
を
描
く
小
説
が
全
て
の
文
学
の
な

近
代
人

ぬ
こ
と
ゃ
あ
る
べ
し
」

か
の
中
心
的
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
主
張
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
匪
種
も
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
な
か
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
筆
者
は
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面
化
さ
れ
た
人
間
像
が
、

演
劇
が
も
は
や
社
会
の
鏡
で
あ
り
え
な
く
な
っ
た
事
情
を
述
べ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
た
。

∞
ゆ
印
日
仏

g
L
F
q
o
R
O
E
S
M
H
-
g
m
q
可
包
門
的
。
同
岳
山

E
n
Z
F
白
山
口
て
∞

2
5
5ロ
片
的
自
丘
な
巴

Em町田
ud岳
山
岳
山
円
。
ロ
C
門
丸
山
口

門
H
E
g
m片付
w川
百
円
目
当
日
比
岳
町
白
色

F
q
o同
O吋
め
げ

OODO〈
q-。
。
}
自
己

σ可
認
可
円
件
。
門
的
問
。
司

F
o
m
g
m
0・
百
件
吉

F
O包
括
]
話
回
}
己

m
y
q

宮
古
円
。
∞
片
山
口
問
山
口
門
目
。
耳
目
。

5u
自
己

gH)与
-owd弓
宮
口
]
己
門
出

n
z
g
q
o目
立
。
百
円
「
。
同
巾
M

内
向
。
目
白
山
口
問
山
田
円
円
。
ロ
関
門
口
出
口
巾
ロ

2
。
ロ
任
命

]Fmwロロ

mm-
吋
}
括
的
ゆ
げ
ぬ
の

O
B
σ
5
0
5
H
)円
O
B
E
8
7
m
g門目的
E
口弘

O
E
E
耳
目

m
E
R
B
}目。戸

S
F
o
目
的
昨
日

E
Z
え
の
円
〈
山
口
N
丘町

Oロ

m
g仏
g
-
q
F
5
4
ユ
E
o
p
o
σ
R
w
m
gロ
ロ
門
同
門
町
内
主

E
q
H
)自
由
目
。
ロ
印
自
己
目
。
目
印
件
。
コ
ロ

MNE6巳
印

2
0問
。
己
門

E
E
B
W
5
2
5
a

R
A己
目
円
何
回
口
円

E
H
5
1
8
2
4岳
山

nF
口
三
。
巳
可
吉
田
昨
日
片
山

2
・

σロ
昨
日
ロ
門
同
命
日
任
命
昨
日
早
吋

O門吉の昨日
O
D
E吉
山
口
可
出

2
5
0
5
5吋
E
己
認



d

岳
山
岳
可
。
胃

2
2
Z
5
0
℃
ぬ
の
ロ
ロ

R
5
2
0同
任
命
民
自

0・ロ
σの
ぬ
印
印
山
弓
一

ωロ
門
凶
同
日
笹
山
田
円
)
日
℃

o
m
o
w
F
o
g
-
B
山
口
広

2
8
E司
の
甘
え
仲
町
。

ロ
。
〈

O]w
山
口
仏
門

FO
仏
丸
山
日
目
。
門
日
仏

0
5
Z
H
)
B
O
E
σ
o
F
。
片
的
。
口
氏

H
5
E
ω
ロ
門
回
目
ロ
包
含
ロ
件
当
『
目
。

F
R
包

]04『
少
目
的
同

Oロ
ロ
門
ご

o
g
白
色
目
片
山
宮
可

白色白円}件。仏・

遁
蓬
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
は
、
私
た
ち
の
熱
狂
し
や
す
い
情
熱
や
荒
々
し
い
衝
動
を
文
明
社
会
の
拘
禁
力
が
背
後
に
押
し
や
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
と
い
う
よ
う
な
箇
所
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
代
っ
て
前
景
化
さ
れ
て
き
た
の
が
、
演
劇
の
表
現
に
は
適
さ
な
い
よ
う
な
些
細
で

微
妙
な
性
情
だ
っ
た
。
小
説
の
平
静
で
均
質
的
な
テ
ン
ポ
の
語
り
口
に
よ
っ
て
、
人
生
の
偶
発
事
と
と
も
に
揺
れ
動
く
情
緒
が
よ
り
精
密

に
追
跡
さ
れ
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

の
は
、

そ
の
過
程
で
か
え
っ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
点
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
近
代
の
市
民
社
会
が
小
説
を
隆
盛
に
向
わ
せ
た
と
す
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こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
、
遁
蓬
に
は
近
代
文
学
を
成
立
さ
せ
た
市
民
社
会
の
理
解
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
た
し

か
に
そ
の
後
流
入
し
た
多
量
の
情
報
を
利
用
し
う
る
立
場
か
ら
み
れ
ば
そ
う
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
私
が
こ
こ
で
注
意
を
促
し
た
い

る
な
ら
ば
、

そ
れ
と
同
様
に
、

い
や
そ
れ
以
上
に
、
小
説
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
言
説
が
市
民
社
会
と
い
う
観
念
を
生
ん
で
き
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
が
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
放
射
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
遁
蓬
こ
そ
右
の
よ
う
な
研
究
者
の
始
発
者
だ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

互
に
ほ
ど
よ
い
マ
ナ
ー
を
守
り
な
が
ら
各
自
に
「
内
面
」
を
抱
え
て
い
る
人
間
た
ち
。
そ
れ
を
あ
た
か
も
普
遍
的
な
人
間
像
で
あ
る
か

の
ご
と
く
作
り
出
し
た
の
は
他
の
ど
ん
な
人
文
科
学
的
な
言
説
で
も
な
く
、

ま
さ
に
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
、

と
い
う
よ
り
小
説
に
つ
い

て
の
言
説
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
現
在
ど
れ
ほ
ど
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
仮
り
に
他
の
時
代
の
眼
に
は
オ

i

北
大
文
学
部
紀
要
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ロ
ギ
ー

パ
1
ア
ク
シ
ョ
ン
と
み
え
る
感
情
表
現
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

み

え

そ
れ
は
そ
の
時
代
の
ご
く
あ
た
り
前
な
感
情
表
現
の
マ
ナ
ー
で
あ
り
外
観

の
飾
り
方
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
外
面
と
内
部
と
い
う
二
重
化
さ
れ
た
人
間
像
を
前
提
と
す
る
立
場
か
ら
は
洗
練
さ
れ
な

い
、
粗
野
な
感
情
表
出
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
演
劇
や
小
説
を
社
会
の
鏡
と
す
る
見
方
が
そ
の
偏
見
を
正
当
化
す
る
。
遁

這
が
輸
入
し
た
の
は
そ
う
い
う
小
説
的
言
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
っ
た
。
そ
れ
以
後
批
評
家
や
研
究
者
た
ち
は
遁
遣
に
お
け
る
寸
内
面
」

観
の
浅
さ
を
批
判
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
内
面
」
を
抱
え
た
人
間
像
そ
れ
自
体
の
虚
構
性
を
疑
っ
て
み
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
時
に

は
そ
の
「
内
面
」
を
近
代
社
会
が
各
個
人
に
強
い
る
孤
独
の
象
徴
と
し
、
時
に
は
近
代
社
会
の
偽
踊
性
を
発
く
人
間
的
真
実
の
根
拠
を
そ

の
「
内
面
」
に
求
め
る
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
言
説
に
よ
っ
て
「
内
面
」
を
再
生
産
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、

そ
う

い
う
人
間
の
真
実
を
描
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
現
代
文
学
に
よ
り
近
づ
く
、

そ
の
た
め
に
こ
そ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
市
民
社
会
の
成
立
を
希
求
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す
る
と
い
う
、
言
わ
ば
倒
錯
し
た
近
代
化
論
を
推
進
し
て
き
た
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
個
人
主
義
L

だ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

だ
れ
も
が
直
接
表
に
は
出
し
が
た
い
「
内
面
」
を
抱
え
て
い
る
、

そ
の
意
味
で
均
質
化
さ
れ
た
人
間
像
を
近
代
の
小
説
(
的
言
説
)
が

作
り
出
し
た
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
し
に
心
理
学
は
誕
生
し
な
か
っ
た
道
理
で
あ
る
が
、
小
説
の
方
法
と
し
て
は
そ
の
寸
内
面
」
の
個

リ
プ
レ
ぜ
ン
ト

そ
れ
を
描
き
別
け
る
た
め
に
作
中
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
史
を
「
再
現
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

別
的
な
差
異
を
「
個
性
」
と
呼
び
、

リ
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
語
り
口
と
展
開
過
程
を
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
筆
者
は

E
p
o
s
-
B
mロ
己
ゆ
く
ゆ
ロ
目
印
R
Y
O
同
吾
ゆ
口
。
認
可

u

と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
れ
は
当
然
お
な
じ
よ
う
な
生
活
過
程
を
送
っ
て
い
る
読
者
の
共
感
を
呼
ぶ
は
ず
だ
。
そ
う
い
う
理
論
的
前
提
に
は
も
ち
ろ
ん
上
の

ラ

イ

フ

よ
う
な
均
質
・
平
均
化
さ
れ
た
「
市
民
」
た
ち
の
社
会
的
階
級
化
が
合
意
さ
れ
、
こ
こ
に
人
生
と
い
う
観
念
の
根
拠
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、

も
う
少
し
厳
密
に
言
え
ば
そ
れ
は
私
的
な
位
相
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
生
活
過
程
の
謂
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
タ
ニ
カ
以
前
、
既
に
一
八
一
四
年

に
出
版
さ
れ
た
』
。
『
ロ
(
い
己
目
ロ
ロ
ロ
己
。
℃
の
E
E
U
Z
ミ
0

同
司
円
。
由
。
目
立
目
。
ロ
ョ
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。



History treats of man， as it were， in the mass， and the individuals whom it paints are regarded merely， or 

principally， in a public light， without taking into consideration their private feelings， tastes， or habits;"…But 

Hence it has in Fiction we can discriminate without impropriety， and enter into detail without meanness. 

been remarked， that it is chiefly in the fictions of an age that we can discover the modes of living， dress， and 

manners of the period. 
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時J 与二寝室主Jヨヨド寂総..IJ~トJ恩E実記布tJ与;~-く~(;号<;1~~腫左手W{I副司.j()キJ -4 ^ÌI ..IJ~ドユ+.:!(;~~時。や 4ヰやさ三樹立、~-v'

会心許皐l~Zミ..Lj.，;:>器~ ('¥ +.:! 1くく 1.叶(;Peter Bayne (;“Essays in Biography and Criticism" ~ .¥q s，い.，;:>).j主人j へと~)jg:
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We all acknowledge that the office of the historian is not precisely that of the novelist， and that there is a 

e
 

h
 

T
 

sphere in which the latter may convey instruction of a value equal to that conveyed by the former. 

N ations in their national capacity and in their historian does not and cannot descend into domestic life. 

He may paint manners; national doings are his theme; with battles， sieges， treaties， senates， cities， he deals. 

He may give details of private life; but only to exhibit the hidden strings which guide but only in the mass. 

But domestic life has also its instructive lessons. the men who guide nations. 

寺~-lくわ〈静穏~1HÞí



小
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

歴
史
も
ま
た
私
生
活
を
描
く
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
国
家
を
指
導
す
る
よ
う
な
人
物
の
隠
れ
た

(
モ
チ
ー
フ
、
あ
る
い
は
人
間
関
係

つ
な
が
り
を
明
ら
め
る
た
め
で
あ
っ
て
、
主
た
る
関
心
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
人
の
公
的
な
活
動
に
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の

意
味
で
の
私
生
活
と
は
区
別
さ
れ
た
、
通
常
の
人
た
ち
の
日
常
家
庭
生
活
が
小
説
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
遺
遣
が
時
代
小
説
の
存
在
理
由

のを
「
正
史
の
脱
漏
を
補
ふ
L

点
に
見
出
し
た
時
、

そ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
む
し
ろ
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
私
生
活
の
ほ
う
だ
つ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
と
対
比
さ
れ
た
家
庭
生
活
の
独
自
な
小
説
的
意
義
に
つ
い
て
は
ど
の
程
度
明
瞭
な
理
解
を
持
っ
て
い
た
か
、
『
神
髄
』
か
ら

読
み
取
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
こ
で
私
は
本
章
の
は
じ
め
に
、
迫
遣
が
理
解
の
用
意
を
欠
い
て
い
た
の
は
近
代
社
会
に
お
け
る
人
生

の
概
念
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
を
も
う
少
し
検
討
す
る
た
め
に
、
次
に
』
。
冨
冨
O
門
-ouH
の
a
6
0
0
括
何
回
目
。
ぺ
∞

ク
リ
テ
イ
シ
ズ
ム
・
オ
プ
・
ラ
イ
フ

Z
C
4
0
R
w
(
E
g
)
の
一
部
と
、
遁
遣
の
翻
訳
と
を
比
較
し
て
み
た
い
。

J
・モ

l
レ
イ
は
小
説
の
存
在
理
由
を
人
生
の
批
評
に
求
め
た

上
で
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
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o
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F
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o
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z
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E
m
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司
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E
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g
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こ
の
言
説
の
要
は
、
小
説
家
た
る
者
は
か
れ
自
身
の
境
遇
の
聴
か
ら
自
己
を
解
き
放
つ
精
神
力
を
備
え
、

そ
う
し
て

(
み
や
す
か
ら
の
体

験
を
媒
介
と
し
て
)
人
間
浮
沈
の
広
さ
、
高
さ
、
統
一
の
感
念
に
ま
で
高
め
て
ゆ
く
こ
と
だ
、

と
い
う
箇
所
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
迫
蓬

の
受
け
取
り
方
は
こ
う
で
あ
っ
た
。

よ

さ

う

こ

し

や

り

う

お

ほ

い

へ

ど

ぎ

う

く

わ

ぷ

ん

さ

い

ひ

と

あ

た

は

い

ざ

い

い

ち

ゃ

う

け

ん

し

き

あ

さ

い

し

ゃ

う

た

世
に
操
服
者
流
多
し
と
睡
も
造
化
の
文
才
を
人
に
附
与
ふ
る
や
配
剤
一
様
な
ら
ざ
る
か
ら
見
識
の
浅
き
も
の
あ
り
意
匠
の
足
ら
ざ
る

も

り

が

い

ひ

ゃ

う

く

だ

い

ち

だ

い

き

さ

う

い

と

く

た

く

み

に

ん

げ

ん

じ

ゃ

う

お

り

か

ぎ

り

さ

は

ま

り

い

ん

め

う

ふ

か

し

ぎ

み

な

も

と

者
あ
り
概
し
て
評
を
下
す
と
き
に
ハ
一
大
奇
想
の
糸
を
繰
り
て
巧
に
人
間
の
情
を
織
な
し
限
な
く
窮
な
き
隠
妙
不
可
思
儀
な
る
因
源
よ

ま

た

き

だ

し

ゅ

f
¥さ
ま

f
¥

け

つ

く

わ

う

る

わ

あ

み

こ

の

じ

ん

せ

い

い

ん

守

わ

ひ

み

つ

み

り
し
て
又
か
ぎ
り
な
く
定
ま
り
な
き
駁
雑
多
端
な
る
結
果
を
し
も
い
と
美
し
く
編
い
だ
し
て
此
人
生
の
因
果
の
秘
密
を
見
る
が
ご
と
く

と

き

あ

き

ち

よ

さ

く

口

ん

せ

い

た

の

し

み

そ

の

る

ゐ

お

ほ

な

か

ひ

と

き

が

ひ

お

ん

う

が

い

ん

に
い
と
あ
ら
は
に
説
明
ら
め
た
る
著
作
ハ
す
く
な
し
お
よ
そ
人
生
の
快
楽
ハ
其
類
き
は
め
て
多
き
が
中
に
も
人
の
性
の
秘
誼
を
穿
ち
因

ぐ

わ

だ

う

り

さ

と

う

よ

お

も

し

ろ

果
の
道
理
を
察
り
得
る
ほ
ど
世
に
面
白
き
こ
と
ハ
あ
ら
じ

分
か
る
よ
う
に
遁
逼
は
、
小
説
家
の
主
体
的
な
条
件
と
も
言
う
べ
き
境
遇
と
の
確
執
と
自
己
解
放
と
い
う
要
点
を
抜
き
去
っ
て
し
ま
っ
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て
い
た
。

モ
l
レ
イ
の
言
う
と
こ
ろ
を
私
な
り
に
敷
街
す
れ
ば
、

そ
の
自
己
解
放
の
努
力
の
な
か
で
小
説
家
は
人
生
の
批
評
の
眼
を
獲
得

し
う
る
は
ず
な
の
だ
が
、
遁
遥
は
そ
の
点
を
汲
み
取
ら
ず
、

そ
の
代
り
に
「
人
生
と
い
う
も
の
は
複
雑
に
も
つ
れ
て
変
化
を
重
ね
て
ゆ
く

原
因
に
つ
き
動
か
さ
れ
、
無
限
に
多
様
な
結
果
を
作
り
出
し
て
ゆ
く
も
の
だ
」
と
い
う
箇
所
に
強
く
反
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
然
の

こ
と
な
が
ら
か
れ
は
次
の
よ
う
な
部
分
に
は
関
心
を
向
け
ず
、

(
中
略
)

と
し
て
翻
訳
か
ら
省
い
て
し
ま
っ
た
。

円
ロ
の

σo局
何
回
目
。
ぺ
∞

σoow印
F
0
0問問。
2
2
u
g門吉のぬ門日
σ山
、
匹
。
目
。
印
昨
門
在
日

g
z
m可
o
w
o
m
mロ門ご
Z
E
B由同℃円。℃。吋昨日。
5
・

同ロ

北
大
文
学
部
紀
要



4ら濡~γ1ト守マロ司ヤー

her pictures men and women fi11 the foreground， while thin lines and faint colour show us the portentous clouds 

She does not paint of fortune or circumstance looming in the dim distance behind them and over their heads. 

the world as a huge mountain with pigmies crawling or scramb1ing up its rugged sides to inaccessible peaks， 

The difficulty of keeping this truthfulness of and only tearing their flesh more or less for their pains. 

proportion between effort and accomplishment， between the power of individual and the might of circum-

stance， may be measured by the fewness of those who， either in poetry or in prose fiction， have even come near 

|
|
叩
∞
H
|
|

It comes of the reflection being reaching the right pitch....…And how is this pitch reached and maintained? 

always kept close to the men and women whose conduct sets it in train. 
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ク
リ
チ
シ
ズ
ム
・
オ
プ
・
ラ
イ
フ

U
ん
せ
い
ひ
ゃ
う
ば
ん
き

や
」
と
訳
し
、
人
生
の
批
判
を
「
人
世
の
評
判
記
」
と
置
き
変
え
て
い
た
。

し

ぜ

ん

し

か

け

「
自
然
の
機
関
」
と
い
う
、
言
わ
ば
見
え
ざ
る
手
の
作
用
を

附
加
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
お
な
じ
志
向
が
覗
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
。
江
汁
片
山
由
自
の
訳
語
た
る
「
批
評
」
の
、
遁
遣
の
時
代
の
意
味
は
「
批
点

し

ぜ

ん

し

か

け

を
打
つ
こ
と
へ
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
表
現
の
巧
拙
を
朱
点
で
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
遁
遥
は
そ
の
用
法
に
従
い
、
「
自
然
の
機
関
L

が
織
り
出
し
た
人
間
世
界
の
諸
相
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
各
人
の
生
き
方
の
急
所
、
そ
の
処
世
態
度
の
巧
拙
に
批
点
を
打
つ
意
味
で

じ
ん
せ
い
ひ
ゃ
う
ば
ん
き

「
人
生
の
評
判
記
」
と
呼
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
点
で
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
小
説
の
言
説
と
遁
這
の
理
解
と
の
聞
に
は
微
妙
な
喰
い
違
い
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、

し
か
し
い
ず
れ
も
人
間
を
外
面
と
内
部
と
の
二
重
性
で
と
ら
え
、
人
生
の
再
現
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

そ
れ
が
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
附
着
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
ま
た
小
説
の
メ
デ
ィ
ア
的
機
能
の
面
か
ら

lま

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
全
土
に
富
裕
な
中
産
階
級
が
成
立
し
、

さ
ら
に
都
市
部
に
お
い
て
広
汎
な
小
市
民
階

も
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
社
会
学
的
に
み
る
な
ら
ば
、
先
の
よ
う
に
言
説
化
さ
れ
た
小
説
が
多
量
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

層
が
出
現
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
だ
が
〉
旦
F
O
口
出
、
叶

g-EH)ゅ
の
な
〉
ロ
〉
ロ
円
。
E
o唱
m

若
宮
司
(
昆
∞
ω)
や
、
図
。
ロ
ミ

E
5
2
の
な
斗
y
o
k
r
ユ

そ
の
中
産
・
小
市
民
層
の
家
庭
に
小
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
強
靭
な
寸
偏
見
」
と
た
た
か
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
実
情
は
む
し
ろ
社
会
学
的
な
説
明
と
は
逆
で
あ
っ
て
、
本
当
は
家
庭
の
な
か
で
「
内
面
L

を

抱
え
た
人
聞
を
描
い
た
小
説
の
ほ
う
が
読
者
に
人
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
同
様
な
人
生
を
送
る
中
産
・
小
市
民
層
の
遍
在
と
い
う
観
念

。
片
目
立
山
O

ロ
ョ
(
冨
∞
仏
)
な
ど
を
み
れ
ば
、

を
作
り
出
し
た
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

J
・モ

1
レ
イ
は
人
生
の
批
評
が
小
説
家
を
成
功
さ
せ
る
所
以
を
こ
ん
な
ふ
う
に
説
い
て

ュ
ヂ
一
」

O

B
V
J
I
'
 北

大
文
学
部
紀
要
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。
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F
m
g
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H
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℃
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可
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口
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σ山門肉白山口・

人
生
の
批
判
的
な
モ
チ
ー
フ
が
そ
の
著
述
に
深
さ
と
拡
が
り
を
与
え
る
こ
と
は
確
か
に
首
肯
で
き
る
。
だ
が
そ
の
後
半
は
む
し
ろ
メ

-186 

デ
ィ
ア
と
し
て
の
小
説
が
い
か
に
大
衆
的
成
功
を
か
ち
得
る
か
を
、
半
ば
願
望
を
寵
め
て
説
い
た
意
見
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
読
者
は
個

と
環
境
と
の
せ
め
ぎ
合
い
を
描
い
た
小
説
を
通
し
て
み
ず
か
ら
の
人
生
を
見
出
し
た
り
、
そ
れ
に
わ
が
身
を
な
ぞ
ら
え
て
み
る
だ
け
で
は

な
い
。
小
説
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
自
分
と
同
様
に
こ
の
作
品
を
享
受
し
て
い
る
だ
ろ
う
読
者
層
を
幻
想
さ
せ
、
こ
れ
を
媒
介
と
し
た
階
級

の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
の
で
あ
る
。
評
論
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
も
こ
の
機
能
の
な
か
で
誕
生
し
、
だ
か
ら
ま
た
そ
れ
を

強
化
さ
せ
る
べ
く
み
ず
か
ら
を
機
能
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
右
の
モ

l
レ
イ
の
言
葉
は
ま
さ
に
そ
れ
を
演
ず
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

遁
遣
も
結
局
は
そ
の
方
向
へ
進
ん
で
い
っ
た
。
既
に
み
て
き
た
ご
と
く
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
小
説
の
言
説
と
『
神
髄
』
と

の
聞
に
は
微
妙
な
甑
酷
が
認
め
ら
れ
、
『
当
世
書
生
気
質
』
の
場
合
は
人
情
本
的
な
プ
ロ
ッ
ト
を
背
景
に
当
代
の
学
生
の
「
評
判
記
」
を
繰

り
拡
げ
て
み
せ
た
テ
ク
ス
ト
以
上
で
あ
り
え
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
だ
が
そ
れ
か
ら
『
妹
と
背
か
y
み
』
、
『
細
君
』
と
進
ん
だ
歩
み
は
、

明
ら
か
に
家
庭
生
活
に
お
い
て

「
内
面
」
を
抱
え
た
人
間
像
を
リ
ア
ラ
イ
ズ
す
る
意
図
を
覗
わ
せ
る
。
後
世
の
研
究
者
や
批
評
家
は
こ
の



プ
ロ
セ
ス
を
遁
這
の
人
間
認
識
や
小
説
方
法
の
深
化
で
あ
り
進
化
で
あ
る
と
評
価
し
て
き
た
が
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
か
れ
ら
も
ま
た

小
説
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
加
担
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
の
日
本
の
小
説
家
の
な
か
で
、
家
庭
に
お
け
る
「
内
面
」
を
抱
え
た
人
間
像
を

最
も
精
力
的
に
作
っ
て
き
た
作
者
は
夏
目
激
石
だ
っ
た
が
、

そ
こ
に
研
究
や
評
論
が
集
中
し
、

そ
の
寸
内
面
」
を
激
石
の
生
活
史
に
ま
で

押
し
つ
け
る
作
家
論
が
数
多
く
書
か
れ
て
き
た
の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
現
在
で
は
さ
す
が
に
作
中
人
物
と
作
者
と
を
同
一
視

す
る
「
研
究
」
は
批
判
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
作
中
人
物
の
「
内
面
」
に
俗
流
心
理
学
的
な
精
神
的
ト
ロ

l
マ
を
仮
定
す
る
読
み
方
は
依
然

と
し
て
改
ま
ら
ず
、
例
え
ば
『
こ
〉
ろ
』
の
場
合
、
「
先
生
L

の
「
私
」
に
対
す
る
恐
怖
と
い
う
「
内
面
」
を
仮
定
す
る
分
析
さ
え
行
わ
れ

て
い
る
。
や
が
て
は
「
私
L

が
そ
の
回
想
を
語
り
始
め
る
に
至
る
寸
内
面
」
の
ト
ロ

l
マ
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
「
研
究
」
が
出
て
く
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
癌
細
胞
的
増
殖
は
学
校
教
育
の
場
に
ま
で
及
び
、
向
性
質
の
言
説
に
よ
っ
て
病
め
る
子
供
像

を
生
産
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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反
映
と
反
省
の
問
題

ラ一
J
o

フ

以
上
の
よ
う
な
人
生
観
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
の
は
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
理
論
で
あ
っ
た
。
小
説
に
描
か
れ
る
事
件
は
、
通
常
あ
り

う
べ
き
一
連
の
人
間
的
な
出
来
事
や
現
代
社
会
の
状
況
に
準
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
筆
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の

特
質
に
よ
っ
て
小
説
は
演
劇
に
優
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
と
な
り
え
た
わ
け
だ
が
、
当
然
そ
こ
に
は
社
会
の
鏡
た
る
機
能
の
優
劣
観
が
潜
ん
で

い
た
。
そ
の
筆
者
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
の
観
点
に
よ
っ
て
問
。
冨
krZ打
開
の
項
の
全
体
を
記
述
し
た
わ
げ
で
な
く
、
近
代
に
お
い
て
ロ
マ

ン
ス
か
ら
ノ
ヴ
ェ
ル
へ
の
転
換
が
始
り
、

そ
し
て
ノ
ヴ
ェ
ル
が
演
劇
に
代
っ
て
中
心
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
た
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
の

北
大
文
学
部
紀
要
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説
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オ
ロ
ギ
ー

記
述
か
ら
社
会
の
鏡
た
る
機
能
を
強
調
し
は
じ
め
る
。
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
こ
の
機
能
こ
そ
が
近
代
人
の
噌
好
を
反
映
し
た
歴
史
的
特

性
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
み
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
筆
者
は
こ
れ
を
先
験
化
し
て
ジ
ャ
ン
ル
交
替
の
原
理
と
み
な
し
た
。

そ
の
結
果
各
時
代
の
人
々
の
晴
好
の
反
映
は
、
こ
の
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
風
俗
や
感
情
表
現
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
巧
妙
な
操
作
を
通
し
て
鏡
の
歴
史
性
な
ら
ぬ
、
鏡
の
超
越
的
な
客
観
性
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

先
ほ
ど
の
よ
う
な
私
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
小
説
の
内
在
的
特
質
か
ら
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
メ
デ
ィ
ア
的
機
能
の

面
か
ら
と
ら
え
返
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
小
説
の
読
者
が
わ
が
身
を
な
ぞ
ら
え
て
み
る
の
は
、
け
っ
し
て
そ
の
作
品
に
リ
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ

れ
た
人
生
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
共
に
、
自
分
と
お
な
じ
く
こ
の
作
品
を
読
み
耽
っ
て
い
る
だ
ろ
う
読
者
に
わ
が
身
を
投
影

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
小
説
の
流
通
範
囲
は
桁
ち
が
い
に
広
く
、

そ
の
点
で
特
に
重
要
な
の
は
、
小
説
享
受
そ
れ
自
体
が
プ

-188-

さ
せ
て
ゆ
く
。
詩
や
演
劇
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
同
質
の
享
受
者
の
発
見
が
行
わ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
新
聞
や
雑
誌
な
ど
の

ラ
イ
ベ
イ
ト
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
詩
の
朗
諦
や
演
劇
の
聴
衆
は
感
動
の
共
有
そ
の
も
の
も
享
受
で
き
る
の
に
対
し
て
、
小
説

の
読
者
は
圧
倒
的
に
広
範
囲
な
メ
デ
ィ
ア
空
間
に
点
在
す
る
だ
ろ
う
不
可
視
の
読
者
を
、
狭
小
な
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
空
間
の
な
か
で
想
像
す

お
そ
ら
く
こ
の
個
的
な
享
受
形
態
の
故
に
そ
の
感
動
は
自
己
の
主
観
性
と
し
か
意
識
で
き
ず
、
そ
の
反
作
用
と

し
て
作
品
の
ほ
う
に
客
観
性
の
幻
想
が
与
え
ら
れ
た
。
詩
や
演
劇
は
そ
の
上
演
の
度
に
あ
る
種
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
求
め
ら
れ
る
が
、

る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

小
説
に
は
本
文
の
同
一
性
が
要
求
さ
れ
て
き
た
の
も
そ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

小
説
の
享
受
に
課
せ
ら
れ
た
こ
の
事
情
は
、

ロ
マ
ン
ス
の
場
合
も
同
様
に
働
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
ド
ン
・
キ
ホ

1
テ
や

『
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
夫
人
』

の
エ
ン
マ
は
ロ
マ
ン
ス
中
の
人
物
に
わ
が
身
を
な
ぞ
ら
え
た
が
、

か
れ
ら
の
物
語
を
読
む
読
者
の
ほ
う
は
ド
ン
・
キ

ホ
1
テ
の
滑
稽
で
崇
高
な
悪
戦
苦
闘
に
同
情
し
、

エ
ン
マ
の
悲
惨
な
末
路
に
戦
り
つ
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

け
っ
し
て
わ
が
身
を
な
ぞ



ら
え
た
行
動
に
走
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
な
じ
く
同
情
し
戦
り
つ
し
て
い
る
だ
ろ
う
他
の
読
者
に
な
ぞ
ら
え
る
に
と
ど
ま
る
。
小
説
の
読

み
手
は
こ
う
し
て
自
他
を
「
読
者
」
と
し
て
作
り
出
し
て
き
た
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
に
成
立
し
た
読
者
層
を
前
提
と
し
て

W
・イ
l
ザ

l

の
『
行
為
と
し
て
の
読
書
』

の
よ
う
な
仕
事
が
生
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

小
説
が
社
会
の
鏡
を
自
負
す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
お
よ
そ
以
上
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
る
が
、
分
か
る
よ
う
に
小
説
の
読
者
は
自
分
た
ち

の
姿
が
直
ち
に
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
筆
者
は
同
時
代
の
流
行
小
説
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
指
摘
し
て
い
た
。
ウ
オ
ル
タ

1
・
ス
コ
ッ
ト
の
小
説
が
大
衆
的

λ
気
を
博
し
て
巨
大
な
収
入
を
得
た
と
い
う
噂
が
立
っ
て
以
来
、
投

ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス

機
的
な
小
説
家
志
願
者
が
族
生
し
て
き
た
。
そ
の
読
者
の
大
半
は
中
産
階
級
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
は
社
会
的
身
分
の
垣
を
越
え
て
当
世
風

な
生
活
に
憧
れ
る
連
中
で
あ
る
た
め
、
投
機
的
な
小
説
家
た
ち
は
そ
の
好
み
に
合
せ
て
舞
踏
会
や
貴
婦
人
の
寝
室
の
ゴ
シ
ッ
プ
種
を
小
説

化
し
、
上
流
社
会
の
生
活
を
知
ら
な
い
者
ま
で
が
う
ろ
覚
え
の
知
識
で
そ
の
風
習
を
描
い
た
り
し
て
い
る
。

つ
ま
り
小
説
は
そ
の
読
者
層

の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
の
鏡
で
は
な
く
、

か
れ
ら
の
願
望
や
好
み
の
反
映
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
肯
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
る
べ
き

か
の
見
通
し
を
持
た
な
い
ま
ま
、
わ
ず
か
な
例
外
と
し
て
開
・
∞

-
F
1
Z
D
の
名
前
を
挙
げ
、
大
き
な
欠
点
を
持
つ
が
な
お
見
る
べ
き
点
が
あ

る
作
家
と
し
て
冨
目
。

0
5
と
叶

E
C己
O
円
。
出
。

o
w
の
二
人
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
遁
遣
が

ミ
ラ
ー
・
セ
オ
リ
イ

リ
ッ
ト
ン
の
作
品
を
翻
訳
に
選
ん
だ
理
由
が
覗
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
鏡
の
理
論
を
一

リ
フ
レ
ク
ト
・
セ
オ
リ
ー

歩
前
進
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
先
に
紹
介
し
た
J
・モ

1
レ
イ
の
オ
リ
オ
ッ
ト
論
に
お
け
る
反
省
理
論
が
か
れ
に
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
〉
つ
。遁

遣
に
と
っ
て
モ

l
レ
イ
が
言
う
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
は
、
現
実
の
姿
を
映
す
鏡
で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
れ
を
通
し
て
わ
が
身
を
顧
み

北
大
文
学
部
紀
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小
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

る
反
省
の
手
が
か
り
で
あ
っ
た
。

ひ

と

こ

の

は

ん

し

ょ

よ

そ

の

し

ん

り

げ

え

な

お

り

ん

せ

い

ひ

ゃ

う

ば

ん

さ

き

ょ

う

お

ぽ

ま

き

お

く

あ

た

人
此
般
の
書
を
読
み
な
パ
よ
し
其
深
理
ハ
解
し
得
ず
と
も
尚
人
世
の
評
判
記
の
興
あ
る
こ
と
を
覚
ゆ
る
か
ら
に
巻
を
開
く
こ
と
能

ま

う

ま

い

ふ

が

く

ゃ

か

ら

し

ょ

せ

き

ょ

た

め

さ

と

り

は

ん

せ

い

し

ゅ

し

ゃ

ハ
ざ
る
べ
し
蒙
昧
不
学
の
徒
に
あ
り
て
ハ
こ
れ
ら
の
書
籍
を
読
む
と
い
へ
ど
も
為
に
ミ
づ
か
ら
悟
を
ひ
ら
き
て
反
省
取
舎
す
る
に
い
た

と

と

き

よ

く

ち

よ

く

ぜ

ひ

た

う

ひ

は

ん

う

ら
ず
と
も
事
の
曲
直
是
非
当
否
ハ
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
に
判
じ
得
べ
し

こ
れ
は
先
ほ
ど
紹
介
し
た
モ

l
レ
イ
の
」
ζ
g
m
H
B
F
R
E
E
a
σ
可

P
U
R
E
n
2
5
0片
足
。
ゆ
〈
g
d吾
S
F
a
R
O
Cロ
g
R目。
5
0同

d『
宮
山
昨
日
片
山
印
吾
巳
丘
町
m
R
S
F
O
B
-
日仲間円〈
2
m
g
x
o
自
己
舟
宮
町
件
。

ωσ
。
owσ
可
当

F
W
F
F
O
B。∞
Z
E
H
)広間
}
2
1ゅ
の
山
口
口
OTHF。。印。

-190-

ず

E
Z
E
6
5印
由
。
門
戸
吾
。
ロ
m
F
F巴
円
。
O
R
a
z
o
g
。
向
者
}MEm-NOmE己
号
1
F
8
5
0
Z
E
m
q
σ
ゆ
え

F
o
y
m
N
W印
片
山
口
己
岳
B
B
g
ぺ

以

ん

せ

い

し

ゅ

し

や

こ

と

き

よ

く

ち

よ

く

ぜ

ひ

た

う

ひ

か
れ
は
こ
と
さ
ら
「
反
省
取
舎
す
る
に
い
た
ら
ず
と
も
事
の
曲
直
是
非
当
否
ハ
お
ぽ
ろ

に
対
応
す
る
。
較
べ
て
す
ぐ
に
分
か
る
よ
う
に
、

は

ん

う

げ
な
が
ら
に
判
じ
得
べ
し
L

と
い
う
効
果
を
加
え
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
か
れ
は
反
省
的
作
用
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
と
き
よ
く
ち
よ
く
ぜ
ひ
た
う
ひ

と
も
と
J
・モ

l
レ
イ
は
「
事
の
曲
直
是
非
当
否
」
を
悟
ら
せ
る
効
果
に
つ
い
て
さ
え
も
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
遁
逼
は
そ
れ

は
ん
せ
い
し
ゅ
し
ゃ

に
よ
っ
て
馬
琴
的
な
勧
善
懲
悪
を
も
う
少
し
一
般
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
た
普
遍
的
な
作
用
と
し
て
「
反
省
取
舎
」
を
想
定
し
て
い

は

ん

せ

い

せ

-

っ

せ

っ

せ

い

た

い

う

つ

た
の
で
あ
ろ
う
。
か
れ
に
と
っ
て
こ
の
「
反
省
」
は
現
実
を
反
映
す
る
こ
と
と
不
可
分
の
作
用
で
あ
っ
た
。
「
小
説
ハ
も
と
世
態
を
パ
写
し

よ

む

ひ

と

く

わ

つ

が

ん

し

よ

ち

う

じ

よ

と

こ

ろ

は

ん

せ

い

た

う

ぜ

ん

い
だ
せ
る
も
の
に
し
あ
れ
パ
読
者
に
し
て
活
眼
あ
り
な
パ
書
中
に
叙
し
た
る
所
に
よ
り
て
反
省
す
べ
き
が
当
然
な
り
」
と
。

い
や
、

も

モ
l
レ
イ
の
エ
リ
オ
ッ
ト
評
の
な
か
に
は
ま
た
次
の
よ
う
な
発
言
が
み
ら
れ
る
。
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σ
o
-
z
o
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。
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己
目
同
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y
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山
口
可
己
昨
日
戸
山
片
山
由
。
ロ
守

F
O
E
2
8
B
-

せ

う

せ

つ

ひ

ス

尽

き

ひ

と

く

わ

ん

し

ゃ

う

遁
蓬
は
モ

1
レ
イ
の
翻
訳
に
当
つ
て
は
こ
の
箇
所
を
省
略
し
て
し
ま
っ
た
が
、
じ
つ
は
「
小
説
の
禅
益
し
の
章
の
「
(
第
二
)
人
を
勧
奨

ち

ゃ

う

く

わ

い

こ

と

懲
誠
な
す
事
L

の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
に
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

191-

に

し

も

の

し

り

か

っ

せ

う

せ

つ

い

う

つ

は

い

も

ん

ひ

主

さ

み

な

ひ

と

い

や

ち

と

西
洋
の
博
識
な
に
が
し
嘗
て
い
へ
ら
く
小
説
に
医
欝
排
閣
の
禅
益
あ
る
ハ
皆
人
の
し
り
た
る
こ
と
な
れ
ど
も
こ
の
ほ
か
に
灼
然
な
る

じ

っ

ゑ

き

し

ま

れ

せ

う

せ

つ

お

し

へ

た

ね

あ

ま

た

お

き

は

う

ぎ

う

と

ひ

や

ひ

と

そ

の

と

び

ら

実
益
あ
る
を
知
り
た
る
ハ
稀
な
り
小
説
ハ
訓
誠
の
種
と
な
る
べ
き
も
の
を
移
多
納
め
た
る
宝
蔵
な
り
問
屋
な
り
人
ひ
と
た
び
其
扉
を

ひ

ら

ゑ

き

う

け

だ

せ

う

せ

う

お

し

へ

ひ

た

ぶ

る

じ

ん

ぎ

だ

う

と

く

し

ゅ

ぎ

ほ

う

ひ

と

ぎ

ゃ

う

り

ゃ

う

き

ょ

く

ち

よ

く

せ

い

聞
か
パ
益
を
得
る
こ
と
童
し
小
少
の
こ
と
に
ハ
あ
ら
じ
訓
誠
と
い
へ
パ
一
向
に
仁
義
道
徳
の
主
義
を
奉
じ
て
人
の
行
状
の
曲
直
正

巳

や

ひ

や

う

ば

ん

お

も

よ

お

し

へ

こ

と

だ

う

と

く

し

ゅ

ぎ

ご

と

り

ん

せ

い

ひ

っ

す

b

っ

き

り

つ

邪
を
評
判
せ
る
も
の
と
の
ミ
思
ふ
も
あ
ら
ん
が
予
が
い
ふ
訓
誠
は
こ
れ
に
異
な
り
げ
に
や
道
徳
の
主
義
の
如
き
ハ
人
生
必
須
の
規
律

ま

こ

と

た

い

せ

つ

へ

う

U
ゅ

ん

よ

く

ん

く

わ

い

く

い

き

だ

う

た

く

に
し
て
是
に
大
切
な
る
標
準
に
し
あ
れ
ど
予
の
い
ふ
訓
誠
ハ
区
域
ひ
ろ
く
て
た
y
さ
る
こ
と
を
の
み
い
ふ
に
あ
ら
ず
た
と
へ
道
徳
の

は

な

か

り

に

ん

げ

ん

け

い

く

わ

い

そ

の

な

い

ぐ

わ

い

た

い

さ

い

か

い

り

ゃ

う

ち

か

ら

そ

う

つ

う

区
域
を
離
れ
た
る
も
の
と
い
へ
ど
も
有
に
も
人
聞
を
警
誠
し
て
其
内
外
の
体
裁
を
パ
改
良
す
る
の
力
あ
り
な
パ
総
じ
て
こ
れ
ら
を
通

北
大
文
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小
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

し

よ

う

〈

ん

く

わ

い

た

と

へ

に

ん

げ

ん

し

よ

れ

い

は

ふ

お

し

き

ち

と

ん

さ

い

み

が

に

ん

U
や

う

な

に

さ

と

称
し
て
訓
誠
な
り
と
い
ふ
な
り
け
り
誓
パ
人
聞
に
諸
礼
法
を
教
ふ
る
も
機
智
頓
才
を
磨
か
し
む
る
も
人
情
の
何
た
る
を
悟
ら
し
む
る

じ

ゃ

う

よ

く

せ

ん

ま

ん

む

り

や

う

し

み

な

く

ん

く

わ

U

U

っ

た

ん

せ

り

ゃ

う

せ

う

せ

つ

ど

く

し

や

こ

の

お

し

へ

し

よ

ざ

い

も
ま
た
情
欲
の
千
万
無
量
な
る
を
知
ら
し
む
る
も
皆
こ
れ
訓
誠
の
一
端
な
る
べ
し
世
上
の
小
説
読
者
に
し
て
も
し
此
訓
誠
の
所
在
を

し

り

え

そ

の

し

ん

み

あ

り

わ

え

せ

う

せ

つ

は

い

し

ま

こ

と

か

う

の

う

さ

と

り

つ

か

っ

け

ら

く

こ

の

み

つ

み

え

知
得
て
其
真
味
を
し
も
味
ひ
得
な
パ
さ
て
こ
そ
は
じ
め
て
小
説
稗
史
の
真
成
の
効
能
を
も
覚
得
べ
く
且
ハ
快
楽
の
果
実
を
し
も
摘
得
た

せ

け

ん

せ

う

せ

つ

ど

く

し

や

こ

の

こ

と

わ

り

し

お

ほ

は

な

し

の

す

ぢ

よ

み

た

の

し

み

く

わ

り
と
ハ
い
ふ
べ
き
な
れ
し
か
る
に
世
間
の
小
説
読
者
ハ
此
道
理
を
知
ら
ぬ
も
の
多
く
ひ
た
す
ら
趣
向
脚
色
の
ミ
を
読
て
も
て
娯
楽
の
果

U
っ

す

で

え

お

も

た

が

け

ら

く

は

な

み

く

わ

ロ

つ

え

し

か

f
¥

実
を
し
も
己
に
得
た
り
と
思
ふ
ハ
違
へ
り
さ
る
ハ
快
楽
の
花
を
観
し
の
み
果
実
を
得
た
る
に
あ
ら
ざ
る
を
や
云
々
と
い
へ
り

な
ぜ
遁
遣
が
こ
の
時
モ

l
レ
イ
の
名
前
を
伏
せ
た
の
か
は
よ
く
分
ら
な
い
。
途
中
あ
ま
り
に
も
遁
這
自
身
の
補
足
が
多
く
、

し
か
も
意

訳
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

モ
1
レ
イ
は
そ
の
直
前
、

d
o。
1
0
4
E
E
Z
M広
田
町
百
円
吉
。
z
o円
B
Oロ
印
ョ
と
い
う
格
言
を
引

い
て
お
り
、
だ
か
ら
か
れ
が
言
う
え
え
仏
仲
良
広
は
人
々
の
反
省
材
料
と
な
る
べ
き
好
話
柄
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
の
と
こ

せ

う

せ

つ

お

し

へ

た

ね

あ

ま

た

お

さ

は

う

ざ

ラ

ろ
を
「
小
説
ハ
訓
誠
の
種
と
な
る
べ
き
も
の
を
移
多
納
め
た
る
宝
蔵
な
り
」
と
し
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
上
手
く
う
が
っ
た
意
訳
と
言

し

よ

れ

い

は

ふ

き

ち

と

ん

さ

い

え
な
く
も
な
い
。
だ
が
何
が
優
雅
で
上
品
か
の
観
念
を
「
諸
礼
法
」
と
し
、
繊
細
で
知
的
な
感
受
性
を
「
機
智
頓
才
」
と
し
、
寛
や
か
な

に
ん
り
ゃ
う
じ
ゃ
う
よ
く
せ
ん
ま
ん
む
り
や
う

情
愛
や
烈
し
い
情
熱
を
「
人
情
」
「
情
欲
の
千
万
無
量
」
に
置
き
代
え
る
の
は
、
い
さ
さ
か
意
訳
が
過
ぎ
、
こ
れ
で
は

i
i己
仲
良
Z
の
意

味
が
変
質
し
か
ね
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
が
遁
議
の
理
解
し
た
リ
フ
レ
ク
ト
・
セ
オ
リ
ー
で
あ
っ
た
。

こ
の
鏡
は
イ
ギ
リ
ス
の
読
者
に
と
っ
て
は
小
説
だ
っ
た
が
、

か

り

に

ん

げ

ん

「
有
に
も
人
聞
を

遁
蓬
た
ち
明
治
の
若
い
知
識
人
に
と
っ
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
事
情
を
よ
く
伝
え
て
い
る
の
が

け

い

く

わ

い

そ

の

な

い

ぐ

わ

い

た

い

さ

い

か

い

り

ゃ

う

ち

か

ら

そ

う

つ

う

し

よ

う

く

ん

く

わ

い

警
誠
し
て
其
内
外
の
体
裁
を
パ
改
良
す
る
の
力
あ
り
な
パ
総
じ
て
こ
れ
ら
を
通
称
し
て
訓
誠
な
り
と
ハ
い
ふ
な
り
け
り
」
と
い
う
補
足

で
あ
る
。
こ
れ
は
と
う
て
い
小
説
論
の
言
説
で
は
な
い
。
む
し
ろ
当
時
の
文
明
開
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、



じ
つ
は
そ
の
点
に
こ
そ
誼
蓬
が
モ

1
レ
イ
た
ち
の
言
説
を
鏡
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
た
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
か
れ
の
見
る
と
こ
ろ
当
時
の
日
本
に
は
右
の
引
用
文
で
言
う
よ
う
な
意
味
で
鏡
と
な
し
う
る
物
語
や
小
説
は
一
つ
も
な
く
、
ま
た
そ

れ
を
ど
う
導
く
べ
き
か
を
示
す
小
説
論
も
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
実
情
を
映
し
出
す
鏡
が
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
で
あ
り
、

そ
の
理
論
的
支
柱

と
思
わ
れ
た
反
映
論
的
な
小
説
論
だ
っ
た
。

か
れ
に
と
っ
て
は
そ
れ
ら
を
モ
デ
ル
と
し
て
小
説
を
改
良
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
同
時
に

日
本
人
の
人
情
や
風
俗
を
改
良
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
か
れ
の
過
剰
な
附
加
に
よ
っ
て
ね
じ
れ
た
翻
訳
そ
の
も
の
が
、
ブ
リ

タ
ニ
カ
の
記
述
や
モ

l
レ
イ
の
エ
リ
オ
ッ
ト
評
と
い
う
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
日
本
の
文
学
(
的
言
説
)

の
姿
だ
っ
た
、

と
い
う
よ
り
そ
の

鏡
に
強
い
ら
れ
た
ね
じ
れ
だ
っ
た
と
見
う
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
そ
の
姿
が
間
違
い
な
く
当
時
の
実
相
を
示
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
鏡
が
歪
ん
で
い
た
と
か
、

遁
遣
の
認
識
が
不
正
確
だ
っ
た
と
か
い
う
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
て
、

も
と
も
と
二
つ
の
文
化
が
互
に
鏡
と
な
る
場
合
の
、
相
互
規
定
性
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に
か
か
わ
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
方
が
他
方
の
完
全
に
客
観
的
な
鏡
た
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
実
際
の
鏡
で
さ
え
何
等
か
の
対
象
を

映
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
そ
の
鏡
た
る
機
能
を
映
し
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
常
に
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と

い
う
他
者
を
鏡
と
し
て
自
己
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
た
る
ア
イ
デ
ン
テ
テ
ィ
を
確
認
す
る
運
動
を
く
り
返
し
な
が
ら
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
普

遍
主
義
に
よ
っ
て
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
規
範
で
あ
り
、
客
観
的
な
鏡
で
あ
る
か
の
ご
と
く
振
舞
っ
て
き
た
。
誼
遥
は
そ
う
い
う
ヨ

l
ロ
ツ

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
(
の
言
説
)
の
上
に
映
し
出
し
た
自
国
の
文

せ

り

ゃ

う

せ

う

せ

つ

ど

く

し

や

こ

の

お

し

へ

し

ょ

ざ

い

学
を
寸
反
省
」
的
に
自
卑
し
、
そ
の
規
範
に
近
づ
く
「
改
良
」
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
寸
世
上
の
小
説
読
者
に
し
て
も
し
此
訓
誠
の
所
在
を

し

り

え

そ

の

し

ん

み

あ

U
わ

え

せ

け

ん

せ

う

せ

つ

ど

く

し

や

こ

の

こ

と

わ

り

し

お

ほ

は

な

し

の

す

ぢ

よ

み

知
得
て
其
真
味
を
し
も
味
ひ
得
な
パ
:
:
:
し
か
る
に
世
間
の
小
説
読
者
ハ
此
道
理
を
知
ら
ぬ
も
の
多
く
ひ
た
す
ら
趣
向
脚
色
の
ミ
を
読
て

た

の

し

み

く

わ

じ

っ

す

で

え

お

も

た

が

も
て
娯
楽
の
果
実
を
し
も
巳
に
得
た
り
と
思
ふ
ハ
違
へ
り
L

。

パ
中
心
主
義
を
受
け
容
れ
て
し
ま
っ
た
日
本
の
一
知
識
人
と
し
て
、

こ
の
「
小
説
読
者
」
は
モ

l
レ
イ
が
言
う
ロ
ミ
平
日
包
買
を
超
え
て
、

当
時

北
大
文
学
部
紀
要
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の
日
本
の
読
者
を
指
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
言
葉
も
ま
た
ほ
と
ん
ど
遁
遥
の
補
っ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

モ

レ
イ
の
エ
リ
オ
ッ
ト
評
と
い
う
鏡
に
は
小
説
の
読
み
方
さ
え
知
ら
ぬ
こ
う
い
う
日
本
の
読
者
が
映
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
か
れ
は
そ

れ
に
向
け
て
語
り
続
け
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
こ
の
敷
術
的
翻
訳
に
お
け
る
言
説
主
体
は
モ

l
レ
イ
で
あ
る
と
と
も
に
遁
遣
で
も

あ
り
、
逆
に
言
え
ば
モ
!
レ
イ
で
も
な
け
れ
ば
遁
遣
で
も
な
い
。
こ
れ
を
遁
遣
が
モ

l
レ
イ
に
扮
し
て
自
己
の
意
見
を
語
っ
た
言
説
と
さ

え
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
モ

l
レ
イ
の
エ
リ
オ
ッ
ト
評
と
い
う
鏡
が
な
け
れ
ば
見
え
て
こ
な
い
日
本
の
状
況
だ
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
同
時
に
遁
造
自
身
の
姿
も
映
っ
て
い
た
は
ず
な
の
だ
が
、

し
か
し
か
れ
は
自
分
の
姿
を
そ
こ
か
ら
消
し
去
っ
た
立
場
で

語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
私
は
こ
こ
で

『
神
髄
』

に
お
け
る
言
説
主
体
の
不
在
な
ど
と
い
う
こ
と
を
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
指
摘
し
て
お
き
た
い
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の
は
、
こ
の
奇
妙
な
反
映
|
反
省
の
構
造
が
そ
の
ま
ま
「
内
面
」
の
構
造
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。

何
も
の
か
に
反
映
さ
れ
た
自
己
の
姿
を
反
省
す
る
と
こ
ろ
か
ら
「
内
面
」
が
始
ま
る
。
こ
れ
が
遁
遣
の
想
定
し
た
「
内
面
」
発
生
の
自

意
識
の
基
本
的
な
運
動
形
態
で
あ
り
、
近
代
の
文
学
(
研
究
)
者
に
ほ
と
ん
ど
無
反
省
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
が
、

そ
の
鏡
と
し
て
選
ば

れ
た
規
範
的
な
他
者
そ
の
も
の
が
「
内
面
」
を
抱
え
た
人
間
像
を
志
向
す
る
小
説
(
的
言
説
)

で
あ
っ
た
。
欲
望
と
は
他
者
の
欲
望
を
模

倣
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
「
内
面
L

は
他
者
の
「
内
面
」
を
欲
望
し
、
模
倣
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
で
も
な
お

に

ん

げ

ん

け

い

く

わ

い

そ

の

な

い

φ
わ

い

た

い

さ

い

か

い

り

ゃ

う

「
反
省
」
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
「
内
面
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
人
聞
を
警
誠
し
て
其
内
外
の
体
裁
を
改
良
す
る
」
こ

及
ば
な
い
こ
と
の

と
。
こ
れ
は
日
本
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
対
等
の
国
際
的
関
係
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
当
時
の
合
言
葉
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
遁
逼
は

そ
の
一
環
と
し
て
小
説
の
改
良
に
着
手
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
意
味
で
の
寸
体
裁
L

を
整
え
る
た
め
に
は
「
内
面
」
を
獲
得
し
た
作
品
を

実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
い
ち
早
く
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
や
北
村
透
谷
に
あ
ら
わ
れ
、

と
く
に
自
然
主
義
時
代
に
は



ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
作
中
人
物
の
悩
み
を
悩
も
う
と
す
る
主
人
公
を
描
く
の
が
通
例
化
し
、
島
崎
藤
村
の
『
春
』
に
お
け
る
青
木
(
透
谷
)

像
は
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
白
樺
派
や
広
津
和
郎
な
ど
に
お
い
て
も
変
ら
ず
、

さ
ら
に
そ
の
範
囲
を
拡
げ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
学
の
「
内
面
」

の
深
み
に
及
ば
な
い
こ
と
を
悩
む
青
年
の
登
場
す
る
小
説
を
数
え
て
み
る
な
ら
ば
、
現
代
に
至
る
ま
で
そ
の
種
の
作
品

を
書
か
な
か
っ
た
作
家
は
一
人
も
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
過
程
で
当
初
の
モ
チ
ー
フ
は
無
意
識
化
し
て
し
ま
う
ほ
ど

に
も
自
明
化
さ
れ
、
現
在
で
は
文
学
研
究
や
国
語
教
育
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
が
ホ
ン
モ
ノ
で
日
本
の
近
代
小
説
は
そ
の
模
造
品
で
し
か
な
か
っ
た
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
う
い
う
一
種
白
け
た
批
評
は
既
に
正
宗
白
鳥
や
小
林
秀
雄
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
の
種
の
ホ
ン
モ
ノ
・
ニ
セ
モ
ノ
観

も
ま
た
右
の
よ
う
な
事
情
の
一
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
い
ま
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
初

フ
レ
ー
ム

発
の
事
情
に
逆
に
映
し
出
さ
れ
て
い
た
鏡
そ
れ
自
体
の
歪
み
、
あ
る
い
は
枠
の
組
み
方
の
問
題
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
、

そ
の
内
容
は
、

一
見
現
実
の
反
映
と
み
ら
れ
る

フ
レ
ー
ム

む
し
ろ
メ
デ
ィ
ア
的
機
能
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
メ
デ
ィ
ア
的
機
能
と
い
う
枠
の
な
か
に
作

195-

ら
れ
た
像
を
、
外
部
の
反
映
と
錯
視
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
鏡
と
し
て
自
負
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
鏡
は
枠
を
映
さ
ず
、

そ

の
鏡
を
の
ぞ
く
者
も
枠
を
知
覚
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
の
鏡
は
も
し
別
な
性
質
の
鏡
だ
っ
た
な
ら
ば
映
し
出
し
た
だ
ろ
う
も
の
を
消
失

さ
せ
て
し
ま
い
、
自
分
に
似
た
像
を
対
象
に
強
い
て
く
る
。
遁
遣
の
過
剰
な
補
足
は
、
何
が
強
い
ら
れ
て
い
た
か
を
映
し
出
し
て
も
い
た

の
で
あ
る
。

せ

う

せ

つ

も

く

て

き

ご

ら

く

ひ

と

あ

た

ど

ら

く

し

ゆ

る

ゐ

お

ほ

し

か

せ

う

せ

つ

も

く

て

き

と

こ

ろ

ひ

と

ぶ

ん

し

ん

た

の

し

小
説
の
目
的
ハ
娯
楽
を
人
に
与
ふ
る
に
あ
り
娯
楽
に
も
種
類
多
か
り
市
し
て
小
説
の
目
的
と
す
る
所
ハ
人
の
文
心
を
娯
ま
し
む
る
に

ぶ

ん

し

ん

な

に

い

は

み

め

う

じ

ゃ

う

ち

ょ

せ

う

せ

つ

の

す

と

こ

ろ

に

ん

U
ょ

う

ず

ゐ

う

が

こ

ま

か

せ

い

た

い

ひ

う

ん

あ
り
文
心
と
ハ
何
を
か
い
ふ
日
く
美
妙
の
情
緒
こ
れ
な
り
(
中
略
)
も
し
小
説
に
載
る
所
よ
く
人
情
の
髄
を
穿
ち
細
に
世
態
の
秘
撞
を

北
大
文
学
部
紀
要
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ふ

れ

い

も

の

か

う

そ

う

も

の

つ

交

う

つ

い

か

ぷ

ん

し

ん

か

ん

さ
ぐ
り
て
冨
麗
な
る
者
も
宏
壮
な
る
者
も
お
も
し
ろ
き
も
の
も
を
か
し
き
も
の
も
あ
は
せ
綴
り
て
写
し
い
だ
さ
パ
争
で
か
文
心
を
感
ぜ

じ

よ

も

し

に

ん

げ

ん

せ

か

い

ひ

は

ん

じ

ん

せ

い

い

ち

だ

い

ご

ら

く

せ

う

せ

っ

す

な

わ

し
め
ざ
ら
ん
や
(
中
略
)
さ
ら
ぬ
だ
に
寸
如
ン
茂
ル
レ
イ
L

氏
ハ
人
間
世
界
の
批
判
を
も
て
人
生
の
一
大
娯
楽
と
い
ひ
た
り
小
説
ハ
即

じ

ん

せ

い

ひ

ゃ

う

ぼ

ん

き

か

う

し

っ

ぽ

い

ゆ

え

ん

お

っ

せ

い

こ

う

ゆ

え

ん

あ

る

ひ

け

ん

り

よ

く

え

だ

う

ぎ

し

ん

ふ

ら

ん

お

も

む

き

あ

る

ひ

口

ゃ

う

ち
人
生
の
評
判
記
に
て
甲
の
失
敗
な
し
た
る
所
以
乙
の
成
功
な
し
た
る
所
以
或
ハ
権
力
を
得
て
道
義
心
の
腐
乱
す
る
趣
或
ハ
情
に

ひ

か

だ

う

り

あ

や

ま

し

だ

い

れ

き

/

¥

へ

ん

ち

う

U
よ

よ

む

ひ

と

ひ

ゃ

う

ば

ん

そ

な

守

が

ん

ひ

と

そ

の

き

ょ

う

り

ゃ

う

牽
さ
れ
て
道
理
を
誤
る
次
第
歴
々
編
中
に
叙
し
い
だ
し
も
っ
て
読
人
の
評
判
に
供
ふ
具
眼
の
人
に
し
て
こ
れ
を
よ
ま
パ
其
興
情
の
ふ

た

け

い

し

ょ

ま

た

せ

い

し

ひ

こ

れ

た

い

せ

い

く

に

戸

¥

た

い

口

ん

が

く

し

ひ

と

f
¥
み
な
あ
ら

か
〉
る
こ
と
他
の
経
書
を
よ
み
も
し
く
ハ
又
正
史
を
よ
む
の
比
に
ハ
あ
ら
じ
是
泰
西
の
国
々
に
て
ハ
大
入
学
士
と
い
は
る
〉
人
々
皆
争

は

い

し

け

ら

く

ゆ

え

ん

わ

が

く

に

う

ど

せ

う

せ

つ

も

て

あ

そ

び

み

な

さ

く

し

や

こ

れ

っ
て
稗
史
を
ひ
も
と
き
快
楽
を
も
と
む
る
所
以
な
り
か
し
我
国
俗
ハ
い
に
し
へ
よ
り
小
説
を
も
て
玩
具
と
見
倣
し
つ
作
者
も
ま
た
之

あ

ま

あ

へ

せ

う

せ

っ

か

い

り

ゃ

う

た

い

口

ん

が

く

し

た

の

ぴ

U
ゆ

っ

お

も

に
甘
ん
じ
敢
て
小
説
を
改
良
し
て
大
入
学
士
を
楽
し
ま
し
む
る
美
術
と
な
さ
む
と
思
ひ
し
も
の
な
し

J
・モ

l
レ
イ
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
だ
が
遁
遣
に
は
そ
う
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
小
説
を
人
生
の
評
判
記
と
し

テ

ク

ス

ト

て
読
む
こ
と
、
あ
る
い
は
人
生
を
評
判
記
的
に
読
む
こ
と
が
す
な
わ
ち
人
生
の
一
大
娯
楽
で
あ
る
こ
と
。
つ
ま
り
小
説
に
描
か
れ
た
人
生

を
評
判
記
的
に
消
費
す
る
の
を
人
生
の
目
的
と
す
る
よ
う
な
読
者
層
を
モ

1
レ
イ
が
暗
黙
の
前
提
と
し
、
み
*
す
か
ら
そ
の
最
良
の
一
人
を

も
っ
て
任
じ
て
い
た
こ
と
を
遁
遣
は
読
み
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
目
的
は
小
説
に
照
ら
し
て
自
分
の
生
活
を
顧
み

る
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
じ
つ
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
読
む
自
分
を
そ
の
小
説
内
に
映
し
出
し
て
、
他
の
読
者
像
と
重
ね
合
わ
せ
た
り
自
己

サ

ブ

ジ

ェ

ク

ト

・

ポ

ジ

シ

ョ

ン

ぷ

ん

し

ん

た

の

の
読
む
主
体
的
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
間
に
寸
文
心
を
娯
し
ま
し
む
る
」
享
受
|
消
費
が
行
わ
れ
る
。
読
む
行
為
の
こ
の

か
ら
く
り

よ
う
な
構
造
を
小
説
内
容
の
ほ
う
に
一
元
化
し
て
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
・
オ
プ
・
ラ
イ
フ
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
意
味
で
こ
れ
は
、
本
研
究
の
第
四
回
で
指
摘
し
た
イ
エ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
と
似
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
民
衆
の
蒙
を

パ

ラ

プ

ル

啓
く
た
め
に
幾
っ
か
人
間
の
愚
か
な
行
為
を
警
え
話
と
し
て
語
る
の
だ
が
、
そ
の
真
意
は
民
衆
に
も
弟
子
た
ち
に
も
分
か
ら
な
い
。
の
ち



に
弟
子
の
質
問
に
答
え
て
真
意
が
明
か
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
当
の
民
衆
は
こ
の
話
し
手
l
聞
き
手
の
関
係
の
外
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
。

ば
か
り
で
な
く
、
自
分
を
そ
の
弟
子
た
ち
に
比
定
し
て
聖
書
を
読
む
読
者
に
と
っ
て
、
民
衆
は
イ
エ
ス
の
警
え
話
に
反
映
さ
れ
た
姿
で
し

か
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
読
者
に
お
け
る
反
省
と
「
内
面
」
は
お
そ
ら
く
民
衆
の
そ
れ
で
は
な
い
。
イ
エ
ス

の
誓
え
話
に
反
映
さ
れ
た
民
衆
像
を
反
省
材
料
と
す
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

む
し
ろ
既
に
半
ば
そ
れ
を
映
す
側
に
移
っ
た
立

場
で
の
反
省
で
し
か
な
く
、
し
か
も
イ
エ
ス
と
の
絶
対
的
な
距
離
感
か
ら
生
れ
る
「
内
面
L

を
悩
む
だ
け
で
あ
ろ
う
。

モ
ー
ス
ト
・
ス
チ
ユ
ピ
ツ
ド
・
ピ

l

プ

ル

、

J
・モ

l
レ
イ
が
最
も
頑
迷
な
人
々
と
呼
ぶ
ナ
イ
l
ヴ
な
読
者
は
む
し
ろ
こ
の
映
さ
れ
た
民
衆
に
相
当
し
、
だ
が
か
れ
自
身
は
選
ば
れ

た
読
者
の
一
人
と
し
て
、
小
説
の
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
機
能
た
る
人
生
の
批
評
を
理
解
し
う
る
立
場
に
、
自
分
を
擬
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
迫
遣
は
先
ほ
ど
の
引
用
文
の
よ
う
に
敷
街
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
も
ま
た
か
れ
の
立
場
は
二
重
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
モ

l
レ
イ
的
な
読
者
の
位
置
に
自
分
を
擬
す
る
と
と
も
に
、
モ

1
レ
イ
の
エ
リ
オ
ッ
ト
評
や
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
記
述
そ
の
も
の
の
(
日
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本
に
お
け
る
)
選
ば
れ
た
読
者
と
し
て
啓
蒙
す
る
と
い
う
、
二
重
の
位
置
に
で
あ
る
。
結
局
こ
の
二
重
性
が
遁
遣
の
「
内
面
」
を
作
り
出

サ
プ
ジ
エ
ク
ト

し
、
の
み
な
ら
ず
そ
れ
以
後
日
本
で
小
説
に
つ
い
て
言
説
す
る
者
の
主
体
の
質
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

結

構
造
に
お
け
る
反
映

本
研
究
の
第
三
回
に
お
い
て
私
は
、
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
理
論
が
小
説
の
内
容
に
関
す
る
概
念
に
重
要
な
転
換
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し

て
お
い
た
。
近
世
の
物
語
生
産
は
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
的
で
あ
り
、
も
し
内
容
を
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
断
片
化
さ
れ
た
幾
つ

か
の
先
行
テ
ク
ス
ト
の
再
編
成
の
仕
方
そ
の
も
の
を
と
ら
え
る
し
か
な
い
。
テ
ク
ス
ト
外
の
現
実
は
ま
ず
一
た
ん
断
片
化
さ
れ
た
先
行
テ

北
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ク
ス
ト
の
様
式
に
よ
っ
て
切
り
分
け
ら
れ
、
変
形
さ
れ
て
、

わ
ず
か
に
痕
跡
と
し
て
把
握
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

近
代
に
入
っ
て
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
理
論
が
優
勢
と
な
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
構
造
は
過
度
の
形
式
主
義
、
あ
る
い
は
諸
形
式
の
不

統
一
な
組
み
合
せ
と
し
て
斥
げ
ら
れ
、

そ
の
代
り
に
作
品
内
に
反
映
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
外
的
な
現
実
や
作
者
の
「
内
面
」
の
投
影
が
内
容

と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
内
容
と
い
う
概
念
自
体
が
近
代
の
産
物
な
の
で
あ
っ
て
、
以
来
内
容
中
心
主
義
的
な
テ
ク
ス

ト
の
扱
い
方
が
主
流
を
な
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、

そ
の
根
底
を
な
す
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
理
論
そ
の
も
の
が
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
的
な
翻
訳
・
翻
案
の
産

物
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
比
較
文
学
的
に
、
例
え
ば
坪
内
遣
這
は
は
た
し
て
ど
の
程
度
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
学
の
本
質
を
理

解
で
き
て
い
た
か
な
ど
と
い
う
聞
い
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
い
う
一
方
通
行
的
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
そ
の
摂
取
・
変
容
と
い

う
関
係
の
認
識
、
ま
た
は
「
本
質
」
と
い
う
超
越
論
的
な
観
念
も
ま
た
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
理
論
の
一
派
生
物
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
こ
の

フ
レ
ー
ム

認
識
的
枠
は
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
そ
の
言
説
が
言
う
「
内
容
」
を
「
本
質
L

論
化
し
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
見
落
す
こ
と
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で
免
罪
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
批
判
す
る
立
場
で
私
は
こ
の
研
究
を
進
め
て
き
た
。

も
し
遁
蓬
の
よ
う
な
媒
介
者
を
持
た
ず
に
、

そ
れ
こ
そ
権
力
の
側
か
ら
一
方
的
に
近
代
化
す
な
わ
ち
西
欧
化
が
強
力
に
推
進
さ
れ
る
政

治
状
況
の
下
で
小
説
の
受
容
が
要
求
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
:
:
:
。
そ
う
仮
定
し
て
み
れ
ば
す
ぐ
に
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
要
求
の
下
に

生
産
さ
れ
る
小
説
が
西
欧
化
の
た
め
の
政
治
的
役
割
を
内
側
か
ら
担
う
結
果
と
な
る
の
は
あ
ま
り
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
遁
蓬
の
時
代
に

は
近
世
的
な
物
語
の
生
産
様
式
が
、
形
骸
化
さ
れ
た
と
は
い
え
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
た
。
そ
の
お
か
げ
で
小
説
の
形
式
的
な
理
解
は
さ

結
果
的
に
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
内
実
を
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
紹
介
・
導
入
す
る
つ
も
り
が
、

ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た
が
、
逆
に
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
側
に
立
つ
て
な
お
生
き
残
っ
て
い
る
様
式
と
照
合
し
、
対
話
を
重
ね
ざ
る
を
え
ず
、

か
え
っ
て
導
入
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
構
造



を
拡
大
露
呈
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
構
造
に
は
構
造
と
し
て
の
歴
史
性
が
あ
り
、
構
造
そ
れ
自
体
に
お
け
る
現
実
の
反
映
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
以

前
、
テ
ク
ス
ト
内
に
仕
掛
け
ら
れ
た
解
読
コ

l
ド
に
も
そ
れ
自
体
と
し
て
の
歴
史
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
と
ら
え
た
時
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
記

述
が
可
能
と
な
る
は
ず
だ
、

あ
っ
た
が
、
し
か
し
翻
っ
て
考
え
れ
ば
、

と
い
う
意
味
の
指
摘
を
し
て
お
い
た
。
こ
の
研
究
の
ね
ら
い
の
一
つ
は
そ
れ
ら
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

そ
の
間
私
が
主
に
依
拠
し
て
き
た
テ
ク
ス
ト
論
的
な
方
法
や
諸
概
念
も
ま
た
歴
史
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
現
実
の
反
映
と
し
て
と
ら
え
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
を
欠
く
な
ら
ば
、
結
局
こ
の
研
究
も
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア

メ
リ
カ
の
新
理
論
に
依
存
し
た
、
無
傷
な
立
場
か
ら
の
過
去
の
裁
断
に
終
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
私
は
、
『
小
説
神

髄
』
が
か
か
え
込
ん
で
い
た
表
現
上
の
問
題
と
積
極
的
に
か
か
わ
ら
せ
、
言
わ
ば
過
去
と
の
対
話
を
通
し
て
そ
の
方
法
や
概
念
の
有
効
性

だ
が
そ
の
試
み
を
さ
ら
に
全
面
的
に
遂
行
す
る
の
は
ま
た
別
な
研
究
対
象
を
設
け
た
、
新
た
な
作
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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と
限
界
と
を
確
か
め
る
や
り
方
を
選
ん
だ
。
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註
一
こ
の
指
摘
は
山
下
浩
の
『
本
文
の
生
態
学
』
(
平
成
五
年
六
月
。

日
本
エ
デ
ィ
タ
l
ス
ク
ー
ル
出
版
部
)
に
拠
る
。

註
二
こ
の
点
は
次
の
よ
う
な
言
説
に
よ
っ
て
も
分
か
る
。
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