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で
あ
る
。
宇
野
は
「『
私
小
説
』
私
見
」（『
新
潮
』
大
14
・
10
）
の
な
か
で
、「
大

略
に
い
つ
て
、
私
は
『
白
樺
』
と
い
ふ
雑
誌
が
出
た
時
に
、
初
め
て
『
私
小
説
』

ら
し
い
『
私
小
説
』
を
見
た
気
が
す
る
」
と
述
べ
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に

説
明
し
た
。

（
…
）こ
の
雑
誌
に
出
て
ゐ
る
幾
つ
か
の
小
説
の
中
で
、「
自
分
」と
か「
俺
」

と
か
い
つ
て
、
一
人
称
で
書
い
て
あ
る
も
の
を
読
む
と
こ
れ
ま
で
の
自
然

主
義
派
の
小
説
で
見
た
同
じ
一
人
称
の
も
の
と
、
ひ
ど
く
趣
き
が
違
つ
て

ゐ
る
の
に
私
は
驚
か
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
迄
の
一
人
称
小
説
で
は
、

そ
の
一
人
称
の
人
物
と
作
者
と
の
間
が
、
そ
の
小
説
に
出
て
来
る
他
の
人

物
と
作
者
ほ
ど
で
は
な
く
て
も
、
可
成
り
離
れ
て
ゐ
た
し
、
作
者
も
離
れ

よ
う
と
心
が
け
て
ゐ
た
や
う
だ
つ
た
。
で
な
け
れ
ば
、
一
人
称
は
一
人
称

で
も
作
者
と
は
全
く
別
の
人
で
あ
つ
た
り
、
又
は
作
者
が
構
想
上
の
都
合

で
使
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
程
度
の
も
の
だ
つ
た
。
詰
り
作
者
の
態
度
は
三
人

「
自
分
」
と
い
う
一
人
称
を
名
乗
る
人
物
（
語
り
手
か
つ
視
点
人
物
）
を
も
っ

て
成
り
立
つ
小
説
、
す
な
わ
ち
自
分
小
説
の
発
生
に
つ
い
て
、
遠
藤
好
英
は
ツ

ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
小
説
の
翻
訳
過
程
「
あ
ひ
び
き
」（『
国
民
之
友
』
明
21
・
７
〜

８
）、「
め
ぐ
り
あ
ひ
」（『
都
の
花
』
明
21
・
10
〜
22
・
１
）
の
な
か
で
「
二
葉
亭

四
迷
が
創
始
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
１
）

。
遠
藤
は
ま
た
、
こ
の
自
分
小
説
を
持
つ

作
家
に
は
、
嵯
峨
の
屋
御
室
、
高
瀬
文
淵
、
独
歩
、
花
袋
、
藤
村
、
さ
ら
に
年

代
が
下
っ
て
寺
田
寅
彦
、
漱
石
、
鈴
木
三
重
吉
等
が
存
す
る
事
を
指
摘
し
つ
つ
、

「『
自
分
』
と
い
う
語
の
多
用
」
を
も
っ
て
、「『
自
分
』
は
、
白
樺
派
の
文
章
を

特
徴
づ
け
る
こ
と
ば
で
は
な
い
か
」
と
す
る
。
池
内
輝
雄
も
「『
自
分
』
と
い

う
呼
称
を
、
武
者
小
路
や
志
賀
ら
は
多
用
し
た
の
で
、
い
ま
で
は
こ
の
用
法
は

彼
ら
の
文
体
の
特
色
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
（
２
）
」
と
同
様
の
見
解
を

示
す
。

右
の
よ
う
な
「
自
分
」
と
白
樺
派
と
の
間
の
結
び
つ
き
を
大
正
末
期
、
彼
ら

の
用
い
る
人
称
の
内
実
に
注
目
す
る
か
た
ち
で
と
り
あ
げ
た
の
は
、
宇
野
浩
二

志

賀

直

哉

の

作

家

以

前

︱
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志
賀
直
哉
に
対
象
を
絞
り
、
彼
の
自
分
小
説
の
発
生
の
場
を
見
届
け
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
志
賀
が『
白
樺
』創
刊
号
に
発
表
し
た
処
女
作
「
網

走
ま
で
」（『
白
樺
』
明
43
・
４
）
が
自
分
小
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ

れ
以
前
の
彼
の
活
動
を
見
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
主
な
課
題
と
な
る
。

一　

遅
れ
て
き
た
人
称
と
し
て
の
「
自
分
」

志
賀
の
場
合
、
小
説
に
一
人
称
「
自
分
」
が
あ
ら
わ
れ
る
前
に
、
そ
れ
以
外

の
文
章
に
お
け
る
「
自
分
」
の
用
例
が
先
行
し
て
確
認
で
き
る
。
現
存
す
る
志

賀
の
文
章
に
お
い
て
、
最
も
早
い
主
格
「
自
分
」
の
用
例
は
、
明
治
三
十
七
年

二
月
九
日
付
日
記
に
お
け
る
、「
成
程
自
分

0

0

は
一
つ
の
芸
術
と
し
て
之
れ
（
義

太
夫
：
引
用
者
注
）
を
研
究
の
眼
を
以
て
見
て
居
る
の
で
あ
る
」（
傍
点
は
引

用
者
、
断
り
の
な
い
限
り
以
下
同
様
）
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
治

四
十
年
を
迎
え
る
ま
で
、
志
賀
は
口
語
体
と
と
も
に
、
文
語
体
を
も
用
い
て
お

り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
同
年
（
三
十
七
年
）
の
日
記
に
お
い
て
は
「
自
分
」
の

他
に
「
吾0

は
彼
女
に
書
を
寄
せ
て
」（
一
月
五
日
）、「
私0

は
昇
之
助
の
方
が
す

き
で
す
」（
一
月
十
六
日
）、「
い
や
し
き
我0

は
彼
に
同
情
を
真
に
表
は
し
」（
五

月
三
十
日
）
と
い
っ
た
自
称
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
翌
三
十
八
年
に
書
か
れ
た

未
定
稿
９
「
死
猿
」（
明
38
・
12
・
21
、12
・
22
、12
・
25
執
筆
）
は
、
現
存
す
る
志

賀
の
未
定
稿
中
、
最
も
早
く
「
自
分
」
を
用
い
た
原
稿
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も

「
自
分
」
と
共
に
「
余
」、「
僕
」、「
吾
々
」、「
吾
人
」、「
我
」、「
私
」
と
い
っ

た
様
々
な
一
人
称
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
未
定
稿
９
は
数
日
に
渡
っ
て
書
か

称
の
小
説
を
書
く
の
と
同
じ
態
度
だ
つ
た
。
所
が
、
今
い
ふ
白
樺
派
の
或

小
説
で
は
、
は
つ
き
り
と
そ
れ
等
の
一
人
称
の
人
物
が
作
者
そ
の
人
ら
し

く
書
い
て
あ
る
の
に
、
私
は
驚
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

宇
野
は
「『
自
分
』
と
か
『
俺
』
と
か
」
い
っ
た
一
人
称
が
、
小
説
で
多
用

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
一
人
称
が
そ
の
ま
ま
作
者
を
指

し
示
し
て
い
る
、
少
な
く
と
も
そ
う
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
点

に
着
目
し
、
そ
こ
に
白
樺
派
の
特
徴
、
つ
ま
り
は
私
小
説
の
起
源
を
見
出
し
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
勝
又
浩
が
「
自
分
」
を
主
語
と
す
る
武

者
小
路
実
篤
の
『
お
目
出
た
き
人
』
を
例
に
挙
げ
、
白
樺
派
が
「
語
り
手
を
棄

て
て
、
主
人
公
と
発
語
者
（
作
者
）
を
一
体
化
し
た
」
と
し
、「
白
樺
派
の
人

た
ち
が
私
小
説
を
創
始
し
た
と
言
え
ば
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
白
樺
派
が
私

小
説
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た
と
は
言
え
る
（
３
）

」
と
述
べ
た
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い

よ
う
。

無
論
、
私
小
説
と
い
う
概
念
自
体
が
論
者
に
よ
っ
て
指
示
内
容
を
変
え
る
、

一
つ
の
「
読
み
の
モ
ー
ド
」（
鈴
木
登
美
（
４
）
）
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
近
年
指
摘

さ
れ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
白
樺
派
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
或

い
は
私
小
説
の
源
流
と
し
て
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
自
分
小
説
が
、
白
樺
派
に

よ
っ
て
数
多
く
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
も
あ
る
。
果
た
し

て
白
樺
派
の
自
分
小
説
と
は
い
か
な
る
経
緯
か
ら
出
現
し
た
の
か
。

本
稿
は
右
の
問
い
に
答
え
る
た
め
、
ま
ず
は
白
樺
派
の
主
要
な
一
員
で
あ
る
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者
の
構
想
上
の
都
合
で
使
つ
て
ゐ
る
」（
宇
野
浩
二
）
人
称
で
あ
っ
た
。

実
は
、
現
存
す
る
資
料
を
見
る
限
り
、
未
定
稿
35
が
書
か
れ
る
ま
で
の
時
期

に
、
志
賀
の
書
い
た
小
説
と
は
そ
の
殆
ど
が
、
虚
構
の
物
語
内
容
を
前
提
と
し
、

登
場
人
物
の
誰
に
も
焦
点
化
を
行
わ
な
い
（
つ
ま
り
一
人
称
が
ま
ず
用
い
ら
れ

な
い
）
客
観
小
説
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
今
ま
で
溶
銅
を
流
す
か
と
疑
は
れ

た
鎌
田
川
の
水
は
、
平
穏
に
帰
し
、
紫
の
空
を
東
へ

く
と
流
し
て
ゐ
る
　
岸

の
月
草
は
咲
き
初
め
た
。
／
蛇
籠
を
歩
く
せ
き
れ
い
は
一
番
、
／
こ
れ
ら
を
背

景
と
し
て
立
つ
我
が
主
人
公
は
鉄
道
工
夫
の
富
次
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
未
定
稿
10
、
明

38
、
39
年
頃
執
筆
）
と
い
っ
た
、
登
場
人
物
と
は
全
く
別
の
語
り
手
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。「
三
十
九
年
、四
十
年
ご
ろ
の
執
筆
と
さ
れ
る
未
定
稿
の
一
群
」は
、

「
客
観
的
説
明
的
に
他
者
を
描
き
出
そ
う
と
し
、
主
体
は
語
り
手
に
徹
し
よ
う

と
す
る
文
体
（
６
）

」
で
あ
っ
た
と
い
う
、
西
垣
勤
の
指
摘
も
既
に
あ
る
。
志
賀
の
自

分
小
説
が
、「
自
分
」
＝
作
者
と
い
っ
た
「
読
み
の
モ
ー
ド
」
を
促
す
か
た
ち

で
は
な
く
、
小
説
の
構
想
上
必
要
な
、
聞
き
手
と
し
て
の
人
物
に
「
自
分
」
と

い
う
人
称
を
当
て
る
と
い
う
か
た
ち
で
ま
ず
は
現
れ
た
所
以
で
あ
る
。

た
だ
、
語
ら
れ
る
の
は
虚
構
性
の
強
い
内
容
で
あ
っ
て
も
、
未
定
稿
35
同
様

に
一
人
称
の
見
聞
者
を
設
け
た
小
説
は
そ
れ
ま
で
に
も
存
す
る
。
そ
れ
は
、
ゴ

ル
キ
ー
の
小
説
を
翻
訳
し
た
未
定
稿
７
「
降
魔
」（
明
38
・
９
・
24
執
筆
）、
同
20

（
明
39
・

７
・
23
執
筆
）、
ま
た
20
の
続
き
を
訳
し
た
と
見
ら
れ
る
同
21
（
執

筆
年
月
日
不
明
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
一
人
称
は
そ
れ
ぞ

れ
「
余
」、「
私
」、「
余
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
未
定
稿
35
の
直
前
に
書
か
れ
た
、

れ
た
所
感
の
集
成
で
あ
り
、
書
か
れ
た
時
々
、
内
容
に
よ
っ
て
文
体
が
変
わ
る

と
い
う
志
賀
の
文
章
の
実
情
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
。
明
治
四
十

年
以
前
、
志
賀
に
は
文
体
に
対
す
る
、
特
に
統
一
的
な
意
識
が
持
た
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
く
、
そ
れ
に
伴
う
自
称
も
固
定
化
し
て
い
な
い
。「
自
分
」
は
未

だ
多
く
の
自
称
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
四
十
年
に
入
る
と
、
志
賀
の
日
記
は
漢
文
書
き
下
し
体
、
文
語

体
を
ほ
ぼ
払
拭
し
、そ
の
変
化
と
連
動
す
る
よ
う
に
、用
い
ら
れ
る
自
称
は
「
自

分
」
と
「
余
」
が
そ
の
殆
ど
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
（
他
に
は
「
我
」
が
一
例

あ
る
の
み
）。

さ
ら
に
、
翌
四
十
一
年
に
は
「
自
分
」
を
擁
す
る
、
志
賀
の
最
も
早
い
小
説

が
現
れ
る
。
未
定
稿
35
「
説小
苔
の
床
」（
明
41
・
１
・
２
執
筆
）
で
あ
る

（
５
）

。
た
だ
し
、

こ
こ
で
急
い
で
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
は
先
に
見
た
、
宇
野
浩

二
が
述
べ
る
よ
う
な
「
自
分
」
＝
作
者
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
、
読
む
者
に
特

に
促
す
自
分
小
説
で
は
な
い
。「
農
政
」
の
研
究
の
た
め
、「
今
大
学
院
に
ゐ
る
」

「
自
分
」
と
い
う
人
物
は
、
暑
中
休
暇
前
に
、
友
人
青
木
の
伝
手
に
よ
っ
て
宮

城
の
鉱
山
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
、
鉱
山
監
督
の
山
口
と
書
記
の
永
井
か
ら
、
か

つ
て
そ
こ
で
起
こ
っ
た
密
通
事
件
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
不
義
の
子
（
赤
児
）

殺
し
と
い
う
惨
劇
に
つ
い
て
話
を
聞
く
。
こ
こ
で
「
自
分
」
に
主
と
し
て
与
え

ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
話
の
聞
き
手
と
し
て
の
役
割
で
あ
り
、
小
説
の

大
半
は
「
自
分
」
が
聞
い
た
話
の
内
容
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
小
説
に
お
け
る
「
自
分
」は
、『
白
樺
』以
前
の
小
説
に
も
既
に
見
ら
れ
る
「
作
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賀
の
身
に
起
き
て
い
る
。
明
治
四
十
一
年
一
月
十
四
日
の
日
記
に
見
え
る
、「
朝

か
ら
昨
日
の
お
婆
さ
ん
と
の
喧
嘩
を
書
い
て
、（
非
小
説
、
祖
母
）
と
題
し
た
」

と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。「
或
る
朝
」（『
中
央
文
学
』
大
７
・
３
）
の
草
稿
と
考

え
ら
れ
る
、
こ
の
「
非
小
説
」
の
原
稿
は
現
存
せ
ず
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
人

称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
（
８
）

。
し
か
し
、
そ
れ
が
作
者

の
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
志
賀
の
日
記
の
記
述
の
み
な
ら
ず
、
武
者

小
路
実
篤
の
「
今
度
の
君
の
作
は
う
そ
偽
な
く
い
ゝ
と
思
つ
た
、
あ
の
作
は
ホ

ト
ヽ
ギ
ス
派
と
自
然
派
の
間
だ
と
思
ふ
、
両
派
が
調
和
さ
れ
て
る
と
思
つ
た
、

大
し
た
作
と
は
思
は
れ
な
い
が
事
実
に
よ
つ
て
ゐ
る
だ
け
奥
行
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ

う
し
て
皆
生
き
て
ゐ
る
」
と
い
う
、
志
賀
直
哉
宛
書
簡
（
明
治
四
十
一
年
一
月

十
八
日
）
の
存
在
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

「『
非
小
説
』
と
い
う
言
い
方
は
、
小
説
で
は
あ
る
が
、
持
ち
合
わ
せ
の
観
念

で
は
、
小
説
と
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」（
須
藤
松
雄
（
９
）

）
と
い
っ
た

解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
身
の
実
体
験
で
あ
る
「
お
婆
さ
ん
と
の
喧

嘩
」
と
い
っ
た
物
語
内
容
は
、
そ
れ
ま
で
の
虚
構
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
志
賀

の
小
説
の
定
義
と
は
一
致
し
え
な
い
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
「
非
小
説
」
と
し

て
ま
で
記
し
て
お
く
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
意
義
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

実
際
こ
の
日
か
ら
約
二
ヶ
月
後
に
は
、「
小
説
」
と
角
書
さ
れ
て
い
な
が
ら
、「
正

親
町
公
和
」、「
白
樺
」
と
い
っ
た
実
名
を
用
い
て
、
事
実
に
基
づ
く
内
容
と

即
座
に
了
解
さ
れ
得
る
原
稿
（
未
定
稿
37
「
説小
電
信
柱
」
明
41
・
３
・
13
執
筆
）

も
書
か
れ
て
い
る
。

同
30
「
友
待
つ
間
」、同
31
「
満
足
」、同
34
「
ひ
ど
い
奴
」（
明
40
・
12
・
28
執
筆
）

も
一
人
称
の
人
物
を
擁
す
る
が
、
そ
の
人
物
の
自
称
は
「
余
」、「
余
」、「
私
」

で
あ
っ
た
（
７
）

。
す
な
わ
ち
、
他
の
一
人
称
「
余
」
や
「
私
」
に
比
べ
て
、「
自
分
」

と
い
う
人
称
は
、
小
説
へ
の
登
場
が
明
ら
か
に
遅
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
そ
れ

は
何
故
か
。二　

揺
ら
ぐ
小
説
観

先
に
確
認
し
た
通
り
、
志
賀
の
日
記
で
は
早
く
は
三
十
七
年
か
ら
「
自
分
」

の
用
例
が
見
ら
れ
、
四
十
年
に
は
「
自
分
」
が
主
に
用
い
ら
れ
る
人
称
と
な
っ

て
い
る
。
四
十
三
年
以
降
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、「
余
」
の
極
め
て
稀
な
例
を

除
い
て
、
終
生
志
賀
は
日
記
の
自
称
と
し
て
専
ら
「
自
分
」
を
用
い
て
い
る
。

ま
た
四
十
一
年
か
ら
、
所
感
類
で
は
「
自
分
」
を
用
い
る
例
（
未
定
稿
44
、

48
、
50
、
52
〜
54
、
56
、
59
、
62
〜
64
、
67
、
69
）
も
目
立
っ
て
多
く
な
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
使
用
状
況
か
ら
す
れ
ば
、「
自
分
」
と
い
う
人
称
は
「
余
」

や
「
私
」
と
は
異
な
り
、
日
常
生
活
上
の
生
身
の
志
賀
自
身
を
指
し
示
す
一
人

称
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
（
或
い
は
口
語
体
の
採
用
と
と
も
に
位
置
づ

け
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
）
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
自
分
」

が
作
者
自
身
を
指
示
す
る
人
称
だ
と
す
れ
ば
、
四
十
一
年
以
前
に
志
賀
が
専
ら

書
い
て
い
た
虚
構
小
説
の
な
か
で
は
、「
自
分
」
は
出
現
の
仕
様
が
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
四
十
一
年
を
迎
え
、
今
日
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
あ
る
事
件
が
、
志
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に
「『
私
小
説
』
ら
し
い
『
私
小
説
』」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
読
み
を
許

容
す
る
形
態
を
そ
の
出
現
の
当
初
か
ら
備
え
て
い
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
志
賀
の
創
作
の
現
場
に
立
ち
あ
う
者
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
た

だ
一
筋
に
、
そ
の
後
の
志
賀
の
小
説
の
展
開
が
導
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と

を
も
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。「
自
分
」
に
自
身
の
像
を
託
し
て
小
説

を
書
く
一
方
で
、
志
賀
は
別
な
方
法
に
執
着
し
て
い
る
。
平
和
な
夫
婦
の
生
活

が
一
人
の
流
れ
者
の
男
に
よ
っ
て
無
惨
に
破
壊
さ
れ
る
経
過
を
追
っ
た
、
未
定

稿
43
「
説小
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
」（
明
41
・
８
・
29
執
筆
）、
結
婚
後
も
放
蕩
を
続
け
る

主
人
公
に
梅
毒
性
を
持
っ
た
初
児
が
生
ま
れ
る
と
い
う
筋
立
て
を
持
つ
未
定
稿

51
「
説小
商
人
の
子
」（
明
41
・
11
・
24
執
筆
）
な
ど
、
志
賀
は
「
説小
網
走
ま
で
」
執

筆
後
も
、
以
前
か
ら
書
き
続
け
て
い
る
物
語
性
の
強
い
虚
構
小
説
を
決
し
て
手

放
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
、変
わ
ら
ず
虚
構
の
物
語
内
容
に
執
着
す
る
志
賀
が
、「
自
分
」

を
擁
し
、
作
者
自
身
を
彷
彿
さ
せ
る
小
説
を
自
ら
の
方
法
と
し
て
選
ん
で
い
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
実
を
書
い
て
そ
れ
を
「
小
説
」
と
す
る
よ

う
な
転
機
、「
私
は
そ
れ
ま
で
も
小
説
を
始
終
書
か
う
と
し
て
ゐ
た
が
、
一
度

も
ま
と
ま
ら
な
か
つ
た
。
所
が
、『
或
る
朝
』
は
内
容
も
簡
単
な
も
の
で
は
あ

る
が
、
案
外
楽
に
出
来
上
り
、
初
め
て
小
説
が
書
け
た
と
い
ふ
や
う
な
気
が
し

た
」（「
創
作
余
談
」『
改
造
』
昭
３
・
７
）
と
の
ち
に
回
想
さ
れ
る
「
非
小
説
、

祖
母
」
の
出
現
を
単
な
る
偶
然
の
産
物
と
し
な
か
っ
た
、
志
賀
の
背
景
に
つ
い

て
次
に
考
え
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、
本
来
志
賀
が
強
く
持
っ
て
い
た
「
自
分
の
事
を
書
く
の
は
小

説
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
日
常
茶
飯
事
を
書
く
の
は
小
説
で
は
な
い
と
す
る
考

え
」（
西
垣
勤）

10
（

）
に
変
化
の
見
ら
れ
る
中
、
同
四
十
一
年
八
月
に
「
自
分
」
を

視
点
人
物
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
作
り
話
と
は
一
線
を
画
し
た
「
説小
網
走
ま
で
」

（「
網
走
ま
で
」（『
白
樺
』
明
43
・
４
）
の
草
稿
）
が
書
か
れ
る
。
さ
ら
に
翌
月

に
は
「
説小
速
夫
の
妹
」（「
速
夫
の
妹
」（『
白
樺
』
明
43
・
10
）
の
草
稿
）
が
、

翌
四
十
二
年
二
月
に
は
「
説小
若
い
銀
行
員
」（「
無
邪
気
な
若
い
法
学
士
」（『
白

樺
』
明
44
・
３
）
の
草
稿
）
が
書
か
れ
、
こ
こ
か
ら
着
実
に
「
自
分
」
＝
作
者

と
見
な
し
う
る
（
そ
の
了
解
を
妨
げ
る
要
因
の
な
い
）、
志
賀
の
自
分
小
説
は

書
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

右
の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、「
非
小
説
、
祖
母
」
に
象
徴
さ
れ
る
、
志
賀
の
小

説
観
の
揺
ら
ぎ
こ
そ
が
、
実
生
活
上
の
自
称
と
し
て
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
「
自

分
」
を
小
説
の
文
脈
へ
と
呼
び
込
み
、
自
分
小
説
の
発
生
を
可
能
に
し
た
の
だ

と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
志
賀
の
自
分
小
説
と
は
、「
自
分
」
が
人
称
単
位
の

借
り
物
と
し
て
小
説
に
導
入
さ
れ
た
結
果
で
は
な
く
、
小
説
の
物
語
内
容
が
、

「
自
分
」
を
使
用
す
る
よ
う
な
実
生
活
を
取
り
扱
っ
た
結
果
、
は
じ
め
て
継
続

的
に
生
み
出
さ
れ
得
た
小
説
の
形
態
で
あ
る
。そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、

『
白
樺
』
発
刊
以
降
に
発
表
さ
れ
た
小
説
に
お
い
て
も
、「
自
分
」
を
統
一
的
主

語
と
し
て
用
い
る
志
賀
の
作
品
は
、
基
本
的
に
彼
自
身
の
実
体
験
に
基
づ
く
と

い
う
性
格
を
保
持
し
て
い
る
）
11
（

。
つ
ま
り
、
志
賀
に
お
い
て
「
自
分
」
と
い
う
人

称
と
実
体
験
を
語
る
こ
と
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
彼
の
自
分
小
説
は
、
大
正
期
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と
由
夫
」（
明
40
・
４
・
８
）
を
見
て
み
る
。
お
為
と
由
夫
と
は
親
同
士
が
決
め

た
許
嫁
の
関
係
で
あ
る
が
、
あ
る
日
、
芝
居
見
物
に
出
掛
け
た
お
為
は
、
そ
こ

で
出
会
っ
た
別
の
青
年
に
恋
情
を
抱
く
。
そ
れ
を
知
っ
た
由
夫
は
悩
み
な
が
ら

も
身
を
引
く
べ
く
養
家
を
去
る
と
い
う
筋
立
て
で
あ
る
。
お
為
の
恋
し
た
相
手

の
素
性
に
つ
い
て
は
何
ら
本
文
で
明
ら
か
に
は
さ
れ
ず（
説
明
が
な
く
）、ま
た
、

お
為
の
恋
に
煩
う
様
子
を
由
夫
が
し
ば
ら
く
見
守
り
続
け
て
い
た
形
跡
も
な
い

た
め
、
小
説
末
尾
の
由
夫
の
家
出
は
如
何
に
も
唐
突
な
印
象
を
免
れ
て
い
な
い

が
、
当
の
恋
を
し
た
お
為
の
様
子
に
つ
い
て
は
作
中
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
る
。

春
の
長
閑
さ
、
恋
に
は
ツ
ラ
イ
時
で
あ
る
、

無
経
験
な
お
為
、
人
眼
に
は
ホ
ン
ノ
未
だ
少
女
で
あ
る
、
然
し
彼
女
の

年
は
、
彼
女
に
恋
を
教
へ
た
、
而
し
て
、
又
彼
女
の
経
験
は
そ
れ
を
恋
な

り
と
さ
ゝ
や
か
な
か
つ
た
か
ら
、
彼
女
は
只
暗
の
中
に
、
何
と
は
な
し
に

苦
し
み
悶
へ
始
め
た
の
で
あ
る
、
こ
れ
を
見
て
、
父
も
母
も
、
他
の
意
味

に
於
て
、
苦
み
出
し
た
、

寺
本
喜
徳
は
こ
の
「
小
説
」
で
あ
る
は
ず
の
「
お
為
と
由
夫
」
と
、「
梗
概
」

と
記
さ
れ
て
い
る
未
定
稿
14
「
お
竹
と
利
次
郎
」（
明
39
・
１
・
９
執
筆
）、
同
25

「
愛
子
と
徳
田
」（
明
40
・
１
・
18
執
筆
）
の
文
体
を
比
較
し
て
、
そ
こ
に
「
落
差

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

12
（

。
す
な
わ
ち
「
梗
概
」
な

三　

下
手
な
文
章
の
書
き
手
と
し
て
の
志
賀

「
非
小
説
、
祖
母
」
が
書
か
れ
る
四
十
一
年
前
後
、
志
賀
が
書
い
た
原
稿
が

示
す
の
は
、
彼
が
書
き
た
い

0

0

0

0

（
物
語
り
た
い
）
と
望
ん
で
い
る
内
容
と
、
実
際

に
彼
の
書
け
る

0

0

0

文
章
と
の
間
、
懸
隔
の
大
き
さ
で
あ
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
自

分
小
説
、
未
定
稿
35
「
苔
の
床
」
の
執
筆
動
機
に
つ
い
て
、
後
年
、
志
賀
は
「
父

の
買
つ
た
熊
沢
と
い
ふ
小
さ
な
銅
山
の
バ
ラ
ッ
ク
の
事
務
所
に
一
ト
晩
泊
り
、

さ
う
い
ふ
山
の
鉱
夫
生
活
に
軽
い
程
度
で
は
あ
る
が
、興
味
を
覚
え
、『
苔
の
床
』

と
い
う
小
説
を
考
へ
」（「
続
創
作
余
談
」『
改
造
』
昭
13
・
６
）
た
と
説
明
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
聞
き
手
の
人
物
は
、
基
本
的
に
は
虚
構
の
設
定
に
基
づ
き
な

が
ら
も
、そ
の
ま
ま
志
賀
に
ス
ラ
イ
ド
す
る
立
場
の
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

「
自
分
」
と
い
う
人
称
が
使
用
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
が
、
こ
こ
で
注
意

し
た
い
の
は
、
体
裁
上
は
書
き
終
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
原
稿
を
指
し
て
「
結
局

書
い
た
も
の
は
出
来
な
か
つ
た
」
と
す
る
志
賀
の
理
解
で
あ
る
。
志
賀
は
他
で

も
「
そ
の
頃
ま
で
は
頭
の
中
で
は
幾
ら
も
出
来
」
る
が
、「
只
し
や
べ
る
だ
け

で
、
書
く
と
も
の

0

0

に
な
ら
な
か
つ
た
」（
傍
点
、
原
文
）、「
筋
は
出
来
て
ゐ
て
、

書
く
と
も
の
に
な
ら
な
い
。
一
気
に
書
く
と
骨
ば
か
り
の
荒
つ
ぽ
い
も
の
に
な

り
、ゆ
つ
く
り
書
く
と
瑣
末
な
事
柄
に
筆
が
走
り
、ま
と
ま
ら
な
か
つ
た
」（「
創

作
余
談
」）
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
現
存
す
る
当
時
の
志
賀
の
文
章

を
見
る
限
り
、
そ
れ
は
謙
遜
で
は
な
く
、
極
め
て
妥
当
な
自
己
認
識
で
あ
る
。

実
際
に
「
小
説
」
と
断
り
書
き
を
持
つ
最
も
早
い
原
稿
、
未
定
稿
28
「
お
為
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必
要
性
を
進
言
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
が
当
時
の
志
賀
に
と
っ
て
の
難
題

で
あ
っ
た
。

「
お
為
と
由
夫
」
が
書
か
れ
る
一
年
前
に
書
い
た
、
未
定
稿
14
「
お
竹
と
利

次
郎
」
の
末
尾
に
は
、「
着
想
せ
し
時
は
自
分
い
さ
さ
か
得
意
な
り
し
が
概
略

を
書
い
た
ら
、
も
う
愛
想
尽
か
し
で
あ
る
、
／
然
れ
ど
も
、
此
の
想
な
り
と
も
、

余
に
若
し
、
多
情
多
恨
の
筆
あ
ら
ば
、
立
派
な
も
の
に
な
る
だ
ら
う
に
」
と
、

紅
葉
の
文
体
を
羨
望
す
る
言
も
見
え
る
。当
時
の
志
賀
が
、「
多
情
多
恨
之
文
字
」

や
広
津
柳
浪
の
「
河
内
屋
」、
小
杉
天
外
、
泉
鏡
花
と
い
っ
た
作
家
た
ち
の
字

句
を
、「
手
帳
11
」（
明
40
頃
と
推
定
）
に
書
き
留
め
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て

い
る）

14
（

。
そ
う
し
た
試
み
自
体
に
志
賀
の
当
時
の
表
現
意
識
、
そ
の
理
想
の
一
端

が
伺
え
る
が
、
実
際
に
先
行
者
た
ち
の
表
現
が
十
分
に
咀
嚼
さ
れ
た
か
た
ち
で

定
着
を
み
て
い
た
と
は
到
底
言
い
難
い
。「
文
章
を
よ
く
書
く
も
の
が
文
学
者

で
、
文
章
の
下
手
な
も
の
が
必
ず
と
も
小
説
家
に
な
れ
ぬ
と
い
ふ
理
は
あ
る
ま

い
」（「
手
帳
７
」
明
40
・
５
・
27
）
と
い
っ
た
、
自
ら
を
励
ま
す
か
の
よ
う
な
言

葉
も
見
ら
れ
る
が
、
明
治
三
十
九
年
に
既
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
、
着
想
し
得
た

筋
と
実
際
に
書
き
得
る
文
章
と
の
間
は
、
四
十
年
に
至
っ
て
も
依
然
と
し
て
埋

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
「
お
為
と
由
夫
」
に
、
或
い
は
そ
れ
に
与
え
ら

れ
た
評
言
に
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

四
十
一
年
に
入
る
と
、「
自
分
は
、
下
手
な
癖
に
文
章
に
苦
心
す
る
事
が
よ

く
あ
る
」、「
思
ふ
事
の
半
分
も
書
け
ぬ
」（
未
定
稿
67
「
今
度
の
小
説
に
つ
い

て
」
明
41
・
９
以
降
の
執
筆
）
と
い
う
変
わ
ら
ぬ
反
省
と
と
も
に
「
間
延
び
が

ら
い
ざ
知
ら
ず
、「
小
説
」（
と
記
さ
れ
て
い
る
原
稿
）
ま
で
が
「
概
括
的
な
説

明
体
」
に
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
を
、
当
時
こ
の
小

説
の
最
も
早
い
読
者
の
一
人
で
あ
っ
た
正
親
町
公
和
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
）
13
（

。

抒
景
は
少
し
も
な
い
、（
又
無
い
で
い
ゝ
や
う
な
処
ば
か
り
だ
が
）
か
ら

し
て
丁
度
脚
本
を
読
ん
で
ゐ
る
や
う
な
気
も
す
る
、
と
云
つ
て
こ
れ
は
脚

本
と
し
て
の
筋
立
に
は
適
し
て
居
な
い
、
か
ら
つ
ま
り
何
う
す
れ
ば
い
ゝ

か
と
い
ふ
問
題
に
な
る
が
そ
れ
は
矢
つ
張
り
文
章

0

0

だ
ら
う
と
信
ず
る
、
即

此
の
「
お
為
と
由
夫
」
の
文
章
も
も
つ
と
練
つ
て
欲
し
い
ん
だ
、
然
し
何

も
形
容
詞
の
六
ツ
か
し
い
の
を
使
へ
と
か
し
や
れ
た

0

0

0

0

文
を
書
け
と
云
ふ
の

で
は
な
い
、（
…
）
／
筋
が
裸
体
で
は
読
者
が
何
だ
か
物
足
り
な
い
、
そ

れ
が
「
そ
の
筋
に
似
合
つ
た
文
章
」と
い
ふ
着
物
を
き
て
ゐ
る
と
筋
に（
話

に
）
暖
味
が
出
て
来
て
ゆ
つ
た
り

0

0

0

0

し
て
来
る
、
読
み
終
つ
て
か
ら
で
も
そ

の
筋
や
つ
か
ま
へ
処
に
面
白
味
が
あ
る
だ
け
の
と
文
章
が
相
俟
つ
て
美
し

か
つ
た
の
と
は
非
常
な
相
違
が
あ
る
と
思
ふ
、（
傍
点
は
す
べ
て
原
文
）

正
親
町
が
こ
こ
で
「
丁
度
脚
本
を
読
ん
で
ゐ
る
や
う
な
気
」
と
言
い
表
す
も

の
は
、
ま
さ
し
く
志
賀
自
身
が
認
め
る
「
筋
は
出
来
て
ゐ
て
」
そ
れ
を
「
一
気

に
書
く
と
骨
ば
か
り
の
荒
つ
ぽ
い
も
の
に
な
」
る
と
い
う
実
態
、
寺
本
の
述
べ

る
「
概
括
的
な
説
明
体
」
で
あ
ろ
う
。
正
親
町
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
、

「
筋
が
裸
体
」
で
あ
る
の
を
、「
筋
に
似
合
つ
た
文
章
」
に
よ
っ
て
肉
付
け
す
る
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現
し
て
い
な
い
。
こ
の
小
説
の
よ
う
に
、
怪
異
と
浪
漫
性
の
色
濃
い
、「
当
時

直
哉
が
愛
読
し
た
泉
鏡
花
の
想
像
世
界
に
通
う
面
を
多
分
に
持
」（
寺
本
喜
徳）

15
（

）

つ
物
語
内
容
を
設
け
る
こ
と
自
体
が
、
志
賀
の
書
け
る
文
体
の
性
質
、
そ
の
力

量
不
足
を
一
層
あ
か
ら
さ
ま
に
露
呈
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

自
分
小
説
へ
の
迂
遠
な
道
の
り
、
そ
の
意
義

実
は
「
一
」
節
で
見
た
未
定
稿
35
「
説小
苔
の
床
」
の
よ
う
に
、
一
人
称
の
聞

き
手
を
設
定
し
、
他
の
人
物
が
話
し
た
内
容
を
、
そ
の
ま
ま
小
説
内
容
に
充
て

る
と
い
う
方
法
は
、
前
節
に
述
べ
た
志
賀
の
抱
え
る
問
題
の
一
つ
の
打
開
策
で

も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
想
像
（
虚
構
）
世
界
を
詳
細
に
描
写
す
る
必
要
は
特

に
な
く
、
志
賀
自
身
が
友
人
た
ち
に
話
し
て
聞
か
せ
た
よ
う
に
、
そ
の
筋
（
世

界
）
を
あ
る
人
物
に
語
ら
せ
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
て
の
小
説

を
同
じ
方
法
で
ま
か
な
う
わ
け
に
も
い
く
ま
い
。
結
局「
筋
に
似
合
つ
た
文
章
」

が
書
け
な
い
志
賀
が
と
っ
た
の
は
、
内
容
に
相
応
し
た
文
章
、
文
体
を
施
そ
う

と
い
う
試
み
を
放
擲
し
、
ま
ず
は
自
分
の
書
け
る
文
章
の
方
に
重
き
を
置
い
て

み
る
と
い
う
単
純
極
ま
る
方
法
で
あ
っ
た
。
四
十
一
年
に
見
え
る
、
先
の
「
間

延
び
が
し
て
も
、
ヘ
マ
ナ
句
バ
カ
リ
で
も
な
ん
で
も
い
ゝ
　
自
分
の
思
つ
た
事

を
自
分
の
言
葉
で
ス
ッ
カ
リ
書
く
と
い
ふ
の
が
、
文
章
と
し
て
は
第
一
義
の
問

題
だ
ら
う
」
と
の
言
は
、
そ
の
方
法
的
自
覚
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
書
こ

う
と
意
図
す
る
内シ
ニ
フ
ィ
エ容
と
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
文

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
体
と
の
差
が
、
比
較
的
生
じ
な

い
文
章
経
験
、
そ
れ
が
志
賀
自
身
の
実
体
験
を
書
く
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
。

し
て
も
、
ヘ
マ
ナ
句
バ
カ
リ
で
も
な
ん
で
も
い
ゝ
　
自
分
の
思
つ
た
事
を
自
分

の
言
葉
で
ス
ッ
カ
リ
書
く
と
い
ふ
の
が
、
文
章
と
し
て
は
第
一
義
の
問
題
だ
ら

う
」と
の
認
識
が
見
え
る
。
こ
こ
で「
苦
心
」し
た
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、

「
山
の
水
車
」（
未
定
稿
39
、明
41
・
５
・
28
執
筆
）
の
文
章
を
次
に
確
認
し
よ
う
。

主
人
公
は
、
音
楽
会
で
出
会
っ
た
既
婚
の
「
歌
女
」
に
魅
せ
ら
れ
、
彼
女
に
対

す
る
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
を
抱
い
て
、
一
人
旅
を
す
る
青
年
で
あ
る
。
作
品
最
終

部
、
そ
の
青
年
が
「
失
神
の
様
で
」「
見
入
」
っ
た
山
中
の
光
景
が
次
で
あ
る
。

白
い
鳥
は
動
く
水
車
の
ケ
タ
に
止
ま
つ
た
。
美
し
い
鳥
で
あ
る
。
鳥
は
鳥

の
歌
を
唄
ひ
出
し
た
、
鳥
は
今
。
水
を
離
れ
る
車
の
ケ
タ
に
止
ま
つ
て
唄

ひ
出
し
、
そ
れ
が
再
び
水
に
入
る
ま
で
、
啼
き
続
け
る
。
ケ
タ
の
水
に
入

る
せ
つ
な
軽
く
飛
び
上
が
つ
て
、
他
の
水
を
離
れ
や
う
と
す
る
ケ
タ
へ
静

か
に
下
り
る
、
夕
闇
に
一
つ
目
に
た
つ
純
白
の
羽
根
を
た
ゝ
む
と
、
次
の

節
を
啼
き
つ
ゞ
け
る
、か
く
て
鳥
は
幾
度
と
な
く
其
美
し
い
声
を
張
つ
て
、

ケ
タ
か
ら
ケ
タ
へ
飛
び
移
つ
て
は
啼
く
、

「
鳥
は
今
。」
と
い
う
中
止
法
、
読
点
の
多
用
な
ど
、
明
ら
か
に
『
白
樺
』
発

刊
後
の
志
賀
の
文
体
と
は
異
な
る
表
現
法
が
目
に
つ
く
が
、
文
章
は
平
板
な
説

明
文
の
域
を
出
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
筋
立
て
に
要
求
さ
れ
る
描
写
、
す
な
わ

ち
束
の
間
で
は
あ
っ
て
も
青
年
が
苦
し
い
現
実
を
忘
れ
、
魅
了
さ
れ
る
だ
け
の

観
想
世
界
が
描
か
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
志
賀
の
文
体
は
そ
れ
を
実
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い
て
提
出
す
る
と
い
う
、
す
な
わ
ち
虚
構
性
や
物
語
性
の
強
い
も
の
以
外
の
文

章
が
、
日
常
的
に
他
者
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
状
況
が
発
生
し
た
。
こ
の
よ
う
な

活
動
を
経
る
こ
と
で
、
実
生
活
を
小
説
化
す
る
こ
と
へ
の
志
賀
の
抵
抗
感
は
少

し
ず
つ
軽
減
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
志
賀
が
「
非
小
説
、
祖
母
」

を
執
筆
し
た
段
階
で
、
そ
れ
を
読
ん
だ
武
者
小
路
実
篤
が
「
事
実
に
よ
つ
て
ゐ

0

0

0

0

0

0

0

る
だ
け

0

0

0

奥
行
が
あ
る
」
と
の
評
す
る
よ
う
な
価
値
観
を
、
既
に
持
ち
あ
わ
せ
て

い
た
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い）

16
（

。
事
実
を
書
い
て
そ
れ
を
積
極
的

に
評
価
す
る
親
し
い
友
人
が
、
志
賀
の
直
ぐ
傍
に
は
い
た
。

そ
し
て
時
代
は
こ
の
時
、
ま
さ
に
自
分
語
り
の
時
期
を
迎
え
て
い
た
。「
明

治
四
〇
年
の
後
半
期
に
日
本
の
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
ル
ー
ル
に
大
き
な
変
動
が
起

き
」、「
作
家
が
、
自
分
自
身
を
登
場
人
物
と
し
た
作
品
で
も
『
小
説
』
に
な
り

う
る
の
だ
と
考
え
は
じ
め
た
」（
日
比
嘉
高）

17
（

）
の
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
見
て
き

た
四
十
一
年
の
志
賀
の
小
説
観
の
変
容
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
時
代
に
棹
さ

す
一
例
と
捉
え
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
志
賀
の
場
合
、
む
し
ろ
そ
う

し
た
時
代
の
流
れ
（
傾
向
）
と
相
容
れ
な
い
よ
う
な
美
文
調
や
客
観
小
説
へ
の

執
着
を
、
彼
が
な
か
な
か
手
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
書
き
手
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
の
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
四
十
四
年
十
一
月
、長
与
善
郎
（
平
澤
仲
次
）

の
「
西
京
行
き
」（『
白
樺
』
明
43
・
12
。「
散
文
」
と
し
て
掲
載
）
を
め
ぐ
っ
て

生
じ
た
武
者
小
路
実
篤
と
の
対
立
に
も
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。「
も
う
少

し
客
観
的
な
観
方
が
し
て
あ
る
と
尚
よ
か
つ
た
」と
評
価
す
る
志
賀
に
対
し
て
、

こ
こ
に
、
日
記
や
所
感
と
い
っ
た
実
体
験
に
基
づ
く
文
章
に
登
場
す
る
主
た
る

人
称
＝
「
自
分
」
が
、
小
説
の
文
脈
へ
と
呼
び
込
ま
れ
る
契
機
が
存
し
た
。

さ
ら
に
こ
の
時
期
、
志
賀
に
は
日
常
を
書
く
と
い
う
こ
と
を
強
制
的
に
促
す

外
的
要
因
も
あ
っ
た
。
の
ち
の
『
白
樺
』
同
人
た
ち
と
始
め
た
回
覧
雑
誌
の
存

在
で
あ
る
。
四
十
年
四
月
、「
文
学
読
み
合
は
せ
会
」（「
十
四
日
会
」）
が
、
翌

年
七
月
に
は
、回
覧
雑
誌
『
暴
矢
』（
の
ち
に
『
望
野
』、『
白
樺
』
と
改
題
）
が
、

武
者
小
路
実
篤
、
正
親
町
公
和
、
木
下
利
玄
と
共
に
始
め
ら
れ
て
い
る
。
志
賀

は
こ
の
雑
誌
の
締
め
切
り
に
し
き
り
に
追
い
立
て
ら
れ
て
い
る
。「
望
野
も
と

う

く
十
二
号
に
な
つ
た
。
号
数
の
フ
エ
ル
の
は
嬉
し
い
が
、
何
か
書
か
ね
ば

な
ら
ぬ
の
が
昨
今
は
苦
に
な
つ
た
」（
未
定
稿
45
「
息消
沼
津
の
沙
鴎
へ
」
明
41
・

10
・
14
執
筆
）、「
こ
れ
か
ら
こ
れ
を
書
き
出
し
て
何
時
間
か
ゝ
る
か
わ
か
ら
な

い
が
、
い
づ
れ
は
十
二
時
前
後
に
な
ら
ず
に
は
居
ま
い
。
明
日
の
朝
が
思
ひ
や

ら
れ
る
。
こ
ん
な
想
ひ
ま
で
し
て
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は
、
因
果
な
事
」、「
兎

も
角
例
の
責
め
ふ
さ
ぎ
に
過
ぎ
ぬ
の
だ
か
ら
其
つ
も
り
で
」（
未
定
稿
44
「
今

日
の
日
記
（
一
名
、「
疲
労
」）」
明
41
・
10
・
６
執
筆
）
と
い
っ
た
調
子
で
あ
る
。

こ
の
回
覧
雑
誌
で
は
「
書
く
事
の
な
い
時
に
は
こ
れ
に
か
ぎ
る
」（
未
定
稿
47

「
沙
鴎
へ
の
第
三
信
」明
41
・
10
・
24
執
筆
）
と
し
て
同
人
に
宛
て
た
書
簡
を
も
っ

て
原
稿
に
か
え
た
り
、
責
め
ふ
さ
ぎ
の
た
め
、「
古
い
印
象
帖
か
ら
何
か
、
ヌ

キ
書
き
を
さ
し
て
も
ら
う
」（
未
定
稿
69
「
せ
め
ふ
さ
げ
」
明
41
執
筆
）
と
、

実
際
の
見
聞
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
仲
間
へ
の
義
務
を
果
た
す
と
い
う
要
件
か
ら
、
何
で
も
い
い
か
ら
書
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は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
自
分
小
説
と
は
、
志
賀
が
作
家
と
し
て
立
ち
得
る

だ
け
の
方
法
の
端
緒
を
与
え
た
形
態
で
あ
り
、
そ
の
後
も
、
志
賀
の
小
説
群
の

な
か
を
大
正
十
五
年
ま
で
生
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
）
20
（

。

注
志
賀
直
哉
の
未
定
稿
、草
稿
、手
帳
、ノ
ー
ト
及
び
正
親
町
公
和
の
言
の
引
用
は
、新
版『
志

賀
直
哉
全
集
　
補
巻
一
〜
六
』（
岩
波
書
店
、
平
13
・
11
〜
平
14
・
３
）
に
、
武
者
小
路
実
篤

書
簡
の
引
用
は
菊
判『
志
賀
直
哉
全
集
別
巻
』（
岩
波
書
店
、昭
49
・
12
）に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、

ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

（
１
）「
白
樺
派
の
文
章
史
的
考
察
（
上
）
―
自
分
小
説
の
創
始
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
文
芸

研
究
』第
70
集
　
昭
47
・
６
）
及
び
「
自
分
小
説
の
系
譜
と
そ
の
文
体
―
二
葉
亭
以
後
、

明
治
四
〇
年
ま
で
―
」（『
文
芸
研
究
』
第
80
集
、
昭
50
・
９
）。

そ
の
他
、「
自
分
」
と
い
う
語
の
小
説
へ
の
出
現
経
緯
に
つ
い
て
は
、遠
藤
好
英
「
自

分
」（
佐
藤
喜
代
治
編
『
講
座
日
本
語
の
語
彙
』
明
治
書
院
、
昭
58
・
４
）、
後
藤
康
二

「〈
自
分
〉
と
い
う
語
り
手
と
物
語

―
独
歩
「
運
命
論
者
」
の
場
合
」（『
日
本
文
学
』

平
元
・
１
）、
同
「『
自
分
』
再
考
」（
川
上
美
那
子
先
生
退
職
記
念
論
文
集
刊
行
会
編

『
水
脈
川
上
美
那
子
先
生
退
職
記
念
論
文
集
』
平
14
・
６
）、谷
川
恵
一
「
自
分
の
登
場
」

（『
叙
説
　
奈
良
女
子
大
学
』
24
、
平
９
・
３
）
等
を
参
照
。

（
２
）「
武
者
小
路
実
篤
」（
大
屋
幸
世
・
神
田
由
美
子
・
松
村
友
視
編
『
ス
タ
イ
ル
の
文
学

史
』
東
京
堂
、
平
７
・
３
）

（
３
）「
私
小
説
論
ノ
ー
ト
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
42
集
、
平
２
・
５
）

（
４
）
大
内
和
子
・
雲
和
子
訳
『
語
ら
れ
た
自
己
　
日
本
近
代
の
私
小
説
言
説
』（
岩
波
書
店
、

平
12
・
１
）
十
頁
。

（
５
）
最
も
早
い
志
賀
の
自
分
小
説
が
未
定
稿
35
で
あ
る
事
に
つ
い
て
は
、
既
に
池
内
輝
雄

の
指
摘
が
あ
る
。
注
２
及
び「
武
者
小
路
実
篤
と『
白
樺
』―『
自
分
』の
生
成
過
程
―
」

武
者
小
路
は
「
そ
れ
の
な
い
所
が
い
ゝ
ん
だ
」
と
述
べ
た
。
自
分
の
立
場
を
全
否

定
さ
れ
た
と
感
じ
た
志
賀
は
一
時
、
武
者
公
路
に
対
す
る
「
兇
行
」
を
空
想
す
る

ほ
ど
に
激
昂
し
た）

18
（

。
外
か
ら
見
れ
ば
、
武
者
小
路
も
志
賀
も
同
じ
く
自
分
小
説
を

多
産
し
た
白
樺
派
の
代
表
的
一
員
で
あ
る
が
、
仲
間
内
か
ら
見
れ
ば
、
志
賀
は
客

観
性
の
保
持
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
見
せ
る
点
に
特
質
を
持
つ
書
き
手
で
あ
っ
た
。

志
賀
が
必
ず
し
も
自
分
小
説
を
小
説
の
本
道
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い

こ
と
は
、
彼
の
処
女
創
作
集
『
留
女
』（
大
２
・
１
）
に
「
自
分
」
＝
作
者
自
身

と
了
解
さ
れ
る
小
説
が
一
つ
も
所
収
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
も
う
か
が
え
る）

19
（

。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
身
を
描
く
対
象
と
す
る
こ
と
に
積
極
的
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ

慎
重
で
あ
っ
た
志
賀
が
、
文
学
史
上
で
は
私
小
説
の
代
表
的
作
家
と
さ
れ
て
い

る
の
は
い
か
に
も
皮
肉
な
事
態
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
志
賀
の
客
観
性
へ
の
こ
だ
わ
り
、
志
向
は
、
自
分
自

身
を
描
く
に
あ
た
っ
て
も
対
象
を
激
し
く
精
査
さ
せ
、
提
出
さ
れ
る
〈
私
〉
の

強
度
の
点
検
に
強
く
は
た
ら
き
か
け
、
よ
り
普
遍
的
で
動
か
し
が
た
い
像
を
創

造
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
一
方
で
、『
白
樺
』
発
刊
後
に
発
表
さ
れ
た

志
賀
の
三
人
称
客
観
小
説
は
、
自
分
小
説
の
視
点
の
絞
り
方
を
踏
ま
え
て
、
人

物
へ
の
焦
点
化
を
一
時
的
に
も
行
い
、語
り
と
描
写
に
迫
真
性
を
生
み
出
し
た
。

そ
の
点
で
、
平
板
な
説
明
に
終
始
し
て
い
た
四
十
一
年
以
前
の
客
観
小
説
群
と

は
袂
を
分
か
ち
、
全
く
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
水
準
を
達
成
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
志
賀
の
自
分
小
説
へ
の
道
の
り
は
到
達
の
場
所
か
ら
振
り
返
れ

ば
、
い
か
に
も
迂
遠
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
無
駄
な
試
行
錯
誤
で
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（
15
）「
志
賀
直
哉
」（『
表
現
学
大
系
各
論
篇
第
十
一
巻
　
近
代
小
説
の
表
現
　
三
』
教
育

出
版
セ
ン
タ
ー 

、
平
元
・
６
）

（
16
）
武
者
小
路
実
篤
は
「
二
日
」（
明
40
・
７
執
筆
）、「
不
幸
な
る
恋
」（
明
41
・
１
執
筆
）

と
い
っ
た
、
自
分
小
説
を
含
む
『
荒
野
』
を
明
治
四
十
一
年
四
月
に
刊
行
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
山
口
直
孝
に
「
奔
放
な
一
人
称
の
語
り
を
自
在
に
操
り
、
口
語
に
よ
る
小

説
文
体
の
定
着
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
」
武
者
小
路
実
篤
で
す
ら
、『
お
目
出

た
き
人
』
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
相
応
の
「
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
」
と
の
指
摘

が
あ
る
（『「
私
」
を
語
る
小
説
の
誕
生
　
近
松
秋
江
・
志
賀
直
哉
の
出
発
期
』
翰
林

書
房
、
平
23
・
３
）
六
一
頁
。
な
お
、
武
者
小
路
の
初
期
文
章
に
お
け
る
「
自
分
」
の

用
法
に
つ
い
て
は
、
池
内
輝
雄
の
指
摘
（
注
５
）
に
詳
し
い
。

ま
た
、
木
下
利
玄
の
場
合
、「
回
覧
雑
誌
の
最
初
期
」
の
原
稿
で
は
「
武
者
小
路
や

志
賀
の
よ
う
に
、『
自
分
』
を
乱
発
し
、
自
己
小
説
、
自
分
小
説
の
ス
タ
イ
ル
に
し
て

い
な
い
」
が
、
明
治
四
十
一
年
以
降
の
原
稿
で
は
「『
自
分
』
と
い
う
語
が
武
者
小
路

ほ
ど
で
な
い
に
せ
よ
、
い
く
つ
か
使
わ
れ
」
て
い
る
と
の
指
摘
が
紅
野
敏
郎
に
あ
る

（「
木
下
利
玄
論
（
下
）
―
新
資
料
に
よ
る
「
白
樺
」
前
史
―
」『
文
学
』
昭
56
・
１
）。

（
17
）
日
比
嘉
高
『〈
自
己
表
象
〉
の
文
学
史
―
自
分
を
書
く
小
説
の
登
場
―
』（
翰
林
書
房
、

平
14
・
５
）
九
二
―
九
三
頁
。

ま
た
、
周
知
の
通
り
、
志
賀
が
自
身
の
文
体
、
小
説
観
を
め
ぐ
っ
て
試
行
錯
誤
を

し
て
い
た
明
治
三
十
年
代
末
か
ら
四
十
年
代
初
頭
と
は
、
写
生
文
が
小
説
に
も
試
み

ら
れ
、
一
定
の
成
果
を
あ
ら
わ
し
始
め
た
時
代
で
も
あ
る
。
そ
の
写
生
文
の
影
響
に

つ
い
て
は
志
賀
自
身
、
谷
崎
潤
一
郎
と
の
対
談
「
回
顧
」（『
文
芸
』
昭
24
・
６
）、
今

村
太
平
と
の
対
談
「
秋
日
閑
談
」、「
志
賀
家
訪
問
」（
今
村
太
平
『
志
賀
直
哉
と
の
対

話
』
筑
摩
書
房 

、
昭
45
・
10
）
な
ど
で
認
め
て
お
り
、
諸
氏
に
も
既
に
指
摘
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
写
生
文
の
定
義
は
志
賀
の
執
着
し
て
い
た
、
物
語
性
、
虚
構
性
の

強
い
内
容
や
、
硯
友
社
同
人
の
自
在
な
文
体
操
作
を
相
対
化
し
、
見
聞
す
る
人
物
（
一

人
称
）
の
限
定
的
視
点
を
用
い
る
文
章
機
構
と
し
て
、
志
賀
の
方
法
の
確
立
に
関
与

（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
平
11
・
２
）

（
６
）「
志
賀
直
哉
の
初
期
文
体
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
白
樺
派
作
家
論
』
有
精
堂
、

昭
56
・
４
）
及
び
「
志
賀
直
哉
の
前
代
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
平
15
・
８
）

（
７
）加
え
て「
ノ
ー
ト
３
」（
明
40
・
８
・
11
以
降
）に
見
え
る「
小
説
冬
」の
視
点
人
物
も「
余
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
「
小
説
冬
」
や
未
定
稿
30
は
、
明
ら
か
に
志
賀
自
身
の
実
体
験
に

基
づ
く
物
語
内
容
を
持
つ
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
「
自

分
」
は
用
い
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
明
治
四
十
年
の
段
階
で
は
、「
自
分
」
と
い
う

人
称
は
小
説
の
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
強
調
し
て
お
く
。

（
８
）
発
表
時
に
は
三
人
称
小
説
で
あ
る
が
、
草
稿
段
階
で
は
一
人
称
小
説
で
あ
っ
た
可
能

性
が
極
め
て
高
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
志
賀
直
哉
の
方
法
』（
笠
間
書
院
、
平

19
・
２
）
第
四
部
第
二
章
補
注
で
指
摘
し
た
。

（
９
）「
未
定
稿
に
含
ま
れ
る
意
味
」（『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
昭
51
・
３
）

（
10
）
注
６
に
同
じ

（
11
）
た
だ
し
、
専
ら
話
の
聞
き
手
を
つ
と
め
る
人
物
に
「
自
分
」
の
人
称
が
使
用
さ
れ
て

い
る
「
濁
つ
た
頭
」（『
白
樺
』
明
44
・
４
）、「
佐
々
木
の
場
合
」（『
黒
潮
』
大
６
・
６
）

の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
。

（
12
）「
志
賀
直
哉
の
方
法
（
一
）

―
初
期
小
説
（
未
定
稿
）
の
検
討
」（『
松
江
工
業
高

等
専
門
学
校
研
究
紀
要
（
人
文
・
社
会
編
）』
第
21
号
、
昭
61
・
３
）

（
13
）
全
集
補
巻
第
一
巻
「
編
集
後
記
」（
紅
野
敏
郎
）
よ
り
引
用
。「
こ
の
未
定
稿
に
挟
み

こ
ま
れ
て
い
た
ノ
ー
ト
の
断
片
」
に
書
か
れ
た
「
裏
を
使
っ
て
ノ
ー
ト
三
頁
に
わ
た

る
『
お
為
と
お﹇

マ
マ
﹈由
』
評
」。「
署
名
は
な
い
が
字
体
か
ら
い
っ
て
正
親
町
公
和
の
文
」

と
い
う
紅
野
敏
郎
の
推
定
に
従
う
。

（
14
）「
手
帳
２ Im

pression
 IV

」（
明
39
）
に
も
同
様
の
字
句
の
書
き
出
し
が
行
わ
れ
て
い

る
。「
多
情
多
恨
」の
文
章
を
書
き
抜
き
し
た
こ
と
は「
中
野
好
夫
君
に
し
た
話
」（『
文

学
』
昭
27
・
１
）
の
中
で
志
賀
自
身
が
証
言
し
て
も
い
る
。
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し
た
重
要
な
一
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
）こ
の
確
執
に
つ
い
て
は「
暗
夜
行
路
草
稿
13
」、「
ノ
ー
ト
10
」（
明
44
・
45
）、「
ノ
ー
ト
11
」

（
明
45
・
大
元
）
参
照
。
大
津
山
国
夫
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
二
人
の
方
法
の
比
較

を
行
っ
て
い
る
（「
志
賀
直
哉
と
武
者
小
路
実
篤
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
平
15
・
８
）。

（
19
）「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
内
容
に
基
づ
く
日
記
体
小
説
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」、
枠

小
説
で
あ
る
「
濁
つ
た
頭
」
を
の
ぞ
き
、「
網
走
ま
で
」（『
白
樺
』
明
44
・
４
）、「
速
夫

の
妹
」（『
白
樺
』明
4 3
・
1 0
）、「
無
邪
気
な
若
い
法
学
士
」（『
白
樺
』明
44
・
３
）
と
い
っ

た
既
に
発
表
済
み
の
自
分
小
説
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
、「
僕
」
は
親
し
い
友
人
や
同
年
輩
の
聞
き
手
を
設
定
し
て
、
彼
ら
に
呼
び
か

け
る
形
式
を
持
つ
小
説
で
用
い
ら
れ
る
人
称
で
あ
る
。「
私
」
は
志
賀
の
実
生
活
を
描

く
小
説
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
用
例
の
出
現
は
「
自
分
」
に
遅
れ
、
一
方
で
は

虚
構
小
説
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
私
」
は
「
自
分
」
よ
り
公
意
識
の
強
い

一
人
称
と
考
え
ら
れ
る
。
志
賀
の
こ
の
よ
う
な
人
称
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
、
拙

著
『
志
賀
直
哉
の
方
法
』第
四
部
第
二
章
に
お
い
て
論
じ
た
。
ま
た
、「
余
」は
『
白
樺
』

発
刊
後
は
小
説
に
用
例
が
な
く
、
唯
一
「
箱
根
山
」（『
白
樺
』
明
43
・
５
）
と
い
う
小

品
に
用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

（
20
）
志
賀
の
自
分
小
説
は
初
期
小
説
の
み
な
ら
ず
、「
城
の
崎
に
て
」「
和
解
」「
焚
火
」
と

い
っ
た
中
期
の
代
表
的
作
品
を
生
む
が
、
大
正
十
五
年
一
月
「
白
銅
」
を
最
後
に
、

彼
の
小
説
群
か
ら
姿
を
消
す
。
そ
し
て
昭
和
期
に
入
る
と
、彼
の
小
説
の
多
く
が「
私
」

と
い
う
人
称
の
も
と
に
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
作
者
自
身
の
加
齢
に
連

動
し
た
変
化
と
も
捉
え
ら
れ
る
が
、「
自
分
」
が
志
賀
自
身
を
指
示
す
る
に
最
も
近
し

い
一
人
称
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
自
分
」
の
消
滅
後
、
自
己
客
体
化
や
自
己
省

察
を
必
要
と
し
な
い
自
己
が
小
説
に
託
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
拙
著
『
志
賀
直
哉
の
方
法
』
第
四
部
第
二
章
に
お
い
て
既
に
論
じ
た
。

―
し
も
お
か
・
ゆ
か
、
県
立
広
島
大
学
人
間
文
化
学
部
准
教
授

―




