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「
夢
見
る
部
屋
」
（
初
出
大
正
十
一
年
四
月
『
中
央
公
論
』
）
は
一
人
称
「
私
」
に
よ
る
語
り
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
初
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

宇
野
浩
二
の
作
品
が
「
大
阪
落
語
」
と
椰
楡
さ
れ
、
か
な
ら
ず
し
も
好
意
的
な
評
価
ば
か
り
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と

は
有
名
だ
。
そ
れ
に
は
、
宇
野
作
品
の
語
り
が
後
に
「
饒
舌
体
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て

い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
話
題
が
あ
ち
こ
ち
に
飛
躍
し
た
り
連
想
に
次
ぐ
連
想
を
展
開
し
〈
本
筋
〉
か
ら
ず
れ
て
い
っ
た
り
、
過

去
の
事
を
時
間
の
順
に
従
わ
ず
ラ
ン
ダ
ム
に
述
べ
た
り
す
る
特
徴
だ
。
舟
木
重
信
は
「
宇
野
浩
二
論
」
（
『
新
潮
』
大
正
八
年
十



「夢見る部屋」・偽装された告白（井爪彩子）

一
月
。
引
用
者
注
・
主
に
「
蔵
の
中
」
に
つ
い
て
の
評
論
）
で
宇
野
の
小
説
を
「
一
つ
の
筋
の
発
展
を
も
つ
て
終
始
す
る
種
の

小
説
」
で
は
な
く
「
色
々
な
挿
話
を
差
し
は
さ
む
こ
と
に
よ
つ
て
、
色
々
の
世
界
、
色
々
の
人
間
性
」
を
見
せ
て
ゆ
く
も
の
だ

と
評
し
て
い
る
。
飛
躍
・
脱
線
す
る
語
り
は
宇
野
作
品
の
特
徴
と
し
て
、
同
時
代
に
お
い
て
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
、
現
在
に
い

た
る
ま
で
「
錯
綜
」
す
る
語
り
と
い
わ
れ
た
り
、
「
饒
舌
体
」
「
説
話
体
」
の
名
で
も
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
が
な
さ
れ
た
り
し
て
き
た
。

　
こ
う
い
っ
た
わ
か
り
や
す
い
名
称
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
作
品
の
語
り
を
問
題
視
せ
ず
に
素
通
り
し
て
し
ま
う

弊
害
が
生
じ
る
の
も
事
実
だ
ろ
う
。
宇
野
の
場
合
も
そ
う
で
は
な
い
か
。
従
来
の
宇
野
研
究
で
は
、
過
去
の
出
来
事
を
ラ
ン
ダ

ム
に
選
び
出
し
て
語
る
錯
時
法
と
、
〈
本
筋
〉
か
ら
の
飛
躍
・
脱
線
と
を
い
っ
し
ょ
く
た
に
し
て
漠
然
と
「
錯
綜
」
す
る
語
り

と
し
て
き
た
観
が
あ
る
。
個
々
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
は
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
も
、
文
学
史
上
に
お
け
る
宇
野
浩
二
の
位
置
づ

け
は
、
広
津
和
郎
・
葛
西
善
蔵
ら
『
奇
蹟
』
同
人
に
近
接
さ
せ
ら
れ
、
或
い
は
く
私
小
説
家
V
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
し
こ

め
ら
れ
た
ま
ま
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
は
、
語
り
の
視
座
に
注
目
し
て
「
錯
綜
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
、
「
夢
見
る

部
屋
」
の
中
で
何
が
お
き
て
い
る
の
か
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
尚
、
本
文
と
し
て
使
用
す
る
の
は
中
央
公
論
社
版
『
宇
野
浩

二
全
集
』
第
三
巻
（
昭
和
四
十
七
年
六
月
初
版
発
行
）
所
収
の
も
の
と
し
、
引
用
に
際
し
て
付
し
た
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
漢
字
は
新
字
体
の
あ
る
も
の
は
旧
字
体
か
ら
新
字
体
に
あ
ら
た
め
て
引
用
す
る
。
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そ
の
頃
、
私
は
し
ば
し
ば
、
私
の
部
屋
の
、
私
の
身
の
ま
は
り
を
見
廻
し
て
は
、
間
断
な
く
溜
息
を
つ
い
た
り
、
舌
鼓

を
う
つ
た
り
、
無
闇
に
煙
草
を
ふ
か
し
た
り
、
さ
う
し
て
茶
を
飲
ん
だ
り
、
そ
れ
を
詩
人
の
や
う
に
い
へ
ば
誠
に
静
心
な
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く
暮
ら
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
「
そ
の
頃
」
と
い
う
時
称
を
最
初
に
据
え
た
冒
頭
の
こ
の
一
文
で
、
語
る
「
私
」
が
い
る
く
現
在
V
と
、
語
ら
れ
る
「
私
」

の
い
る
〈
現
在
〉
に
は
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
判
る
。
だ
が
、
肝
心
の
語
ら
れ
る
時
期
は
、
語
り
の
〈
現
在
〉
か
ら
比
較
的
近

い
と
思
わ
れ
る
「
そ
の
頃
」
か
ら
、
「
少
年
の
頃
」
へ
と
遡
行
し
た
後
「
東
京
に
出
て
下
宿
屋
生
活
を
し
て
ゐ
た
時
」
と
な
り

「
私
の
部
屋
」
の
事
に
戻
っ
て
来
は
す
る
も
の
の
、
す
ぐ
に
、
部
屋
に
本
棚
を
置
い
た
と
き
に
移
り
（
こ
れ
が
何
時
の
こ
と
か

は
不
明
）
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
後
も
本
棚
の
こ
と
か
ら
話
題
は
「
二
三
年
前
」
に
移
行
し
再
び
過
去
を
遡
っ
た
挙
句
、
冒

頭
の
一
文
に
あ
っ
た
「
そ
の
頃
」
、
す
な
わ
ち
語
ら
れ
る
「
私
」
の
〈
現
在
〉
は
、
「
今
」
と
い
う
時
称
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

今
、
私
は
三
年
前
の
下
宿
屋
で
の
望
み
を
形
に
於
い
て
遂
げ
た
の
に
、
（
中
略
）
白
湯
の
や
う
な
味
気
な
さ
を
、
こ
の
平

安
な
る
べ
き
私
の
部
屋
の
中
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
私
は
、
し
ば
し
ば
、
私
の
身
の
廻
り
を
見
ま
は
し
て
は
、

間
断
な
く
、
溜
息
を
つ
き
、
舌
鼓
を
打
ち
、
無
闇
に
煙
草
を
す
ひ
、
茶
を
飲
ん
で
、
一
体
私
が
何
を
失
つ
た
の
で
あ
る
か

と
、
思
ひ
め
ぐ
ら
す
の
で
あ
る
。

　
語
る
「
私
」
が
い
る
〈
現
在
〉
と
語
ら
れ
る
「
私
」
が
い
る
〈
現
在
〉
が
あ
た
か
も
ぴ
た
り
と
一
致
し
た
か
の
よ
う
な
様
相

を
呈
し
た
時
、
語
ら
れ
る
〈
現
在
〉
に
い
る
「
私
」
は
部
屋
か
ら
外
へ
で
て
上
野
を
歩
き
出
す
。

　
だ
が
こ
れ
で
語
る
「
私
」
が
す
っ
か
り
姿
を
潜
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
語
る
「
私
」
の
〈
現
在
〉
を
顕
現
し
て
し
ま
う
言
説
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は
こ
の
後
に
も
頻
出
し
、
（
最
も
わ
か
り
や
す
い
の
は
「
諸
君
」
と
呼
び
か
け
る
箇
所
や
、
「
今
い
つ
た
そ
の
女
が
、
さ
う
い
ふ

形
を
し
た
彼
女
に
そ
つ
く
り
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所
で
あ
ろ
う
）
語
ら
れ
る
「
私
」
の
〈
現
在
〉
と
交
錯
し
つ
づ
け
る
。

例
え
ば
、
東
台
館
の
い
き
さ
つ
を
語
る
時
の
時
称
を
み
て
み
よ
う
。

私
は
、
四
五
ヶ
月
前
に
名
刺
を
置
い
て
申
し
込
ん
で
、
明
き
間
が
出
来
て
、
私
の
申
し
込
み
順
が
ま
は
つ
て
来
た
ら
、
通

知
し
て
く
れ
る
や
う
に
と
頼
ん
で
置
い
た
。
そ
の
時
は
、
私
は
、
（
中
略
）
何
か
な
し
に
、
そ
の
部
屋
の
一
つ
を
申
し
込

ん
で
お
い
た
の
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
分
、
私
に
是
非
そ
の
部
屋
の
一
つ
を
借
り
た
い
、
も
う
一
つ
の
理
由
が

起
こ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
に
隠
れ
て
逢
ひ
た
い
女
が
一
人
で
き
た
の
で
あ
つ
た
。

　
ま
ず
、
「
私
は
、
四
五
ヶ
月
前
に
名
刺
を
置
い
て
申
し
込
ん
で
」
い
た
と
い
う
。
こ
の
「
四
五
ヶ
月
前
」
は
、
博
覧
会
会
場

の
パ
ビ
リ
オ
ン
の
屋
根
を
諏
訪
湖
と
見
ま
ち
が
え
た
と
き
か
ら
み
て
「
四
五
ヶ
月
前
」
で
あ
り
、
語
ら
れ
る
〈
現
在
〉
に
視
座

は
あ
る
。
直
後
に
続
く
「
そ
の
時
」
は
東
台
館
に
入
居
申
し
込
み
を
し
た
時
を
指
す
の
で
、
視
座
は
ま
だ
語
ら
れ
る
〈
現
在
〉

に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
次
の
「
そ
の
時
分
」
と
は
い
つ
か
が
問
題
だ
。
「
四
五
ヶ
月
前
」
東
台
館
に
入
居
申

し
込
み
を
し
た
時
の
動
機
は
「
た
だ
何
と
い
ふ
こ
と
な
し
の
物
好
き
」
あ
る
い
は
職
業
上
の
都
合
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

「
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
分
」
隠
れ
て
逢
い
た
い
女
が
で
き
「
二
三
度
出
か
け
て
」
申
し
込
み
を
確
認
し
た
（
新
た
な
理
由
が
発

生
し
て
い
る
）
と
い
う
か
ら
に
は
、
「
そ
の
時
分
」
と
「
四
五
ヶ
月
前
」
と
は
同
じ
時
と
は
い
え
な
い
。
「
そ
の
時
分
」
と
は
パ

ビ
リ
オ
ン
を
見
て
湖
水
と
錯
覚
し
た
時
を
指
示
し
、
視
座
は
語
る
「
私
」
の
〈
現
在
〉
に
い
つ
の
ま
に
か
移
動
し
て
い
る
こ
と
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が
わ
か
る
。

　
同
じ
パ
ラ
グ
ラ
フ
や
隣
接
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
同
士
に
、

ど
ま
ら
な
い
。
以
下
、
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

異
な
る
時
点
か
ら
の
視
座
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
こ
れ
だ
け
に
と
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け
れ
ど
も
、
私
は
本
当
に
さ
う
考
へ
る
の
で
、
今
、
私
が
東
台
館
の
四
階
の
私
の
秘
密
の
部
屋
に
持
ち
運
ぶ
と
こ
ろ
の
、

安
物
の
机
と
い
へ
ど
も
、
布
団
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
完
全
に
私
の
も
の
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
に
近
い
も
の
だ
と
考
へ

る
と
、
私
の
喜
び
は
金
銭
に
は
代
え
難
い
思
ひ
が
す
る
の
で
あ
る
。
／
さ
う
し
て
、
そ
の
翌
日
か
ら
、
私
は
、
午
後
に
な

る
と
、
時
と
し
て
は
朝
起
き
る
と
、
す
ぐ
東
台
館
の
四
階
の
私
の
部
屋
に
出
か
け
て
行
つ
た
。

そ
れ
ら
の
中
に
唯
ひ
と
つ
だ
け
、
初
め
て
か
け
た
時
か
ら
、
一
度
も
変
へ
な
い
で
、
あ
る
壁
の
一
隅
に
、
か
け
て
あ
る
一

つ
の
写
真
が
あ
つ
た
。
（
中
略
）
そ
れ
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
日
本
人
の
か
い
た
日
本
人
の
絵
で
は
な
く
、
し
か
も
女

の
顔
で
は
な
く
、
諸
君
の
中
に
も
知
つ
て
ゐ
る
方
が
随
分
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ト
ム
ソ
ン
の
『
フ
レ
ン
チ
、

ポ
オ
ト
レ
エ
ツ
』
の
中
の
、
第
七
十
一
頁
に
は
ひ
つ
て
ゐ
る
、
写
真
版
の
挿
絵
で
、
白
耳
義
の
象
徴
派
の
詩
人
、
フ
ェ
ル

ナ
ン
．
セ
ベ
ラ
ン
の
横
顔
な
の
で
あ
る
。
／
私
は
、
二
十
歳
の
文
学
書
生
で
あ
つ
た
時
、
そ
の
本
を
愛
読
し
た
こ
と
が
あ

つ
た
が
、
今
は
、
そ
ん
な
挿
絵
に
つ
い
て
も
、
又
そ
の
本
の
中
の
ほ
ん
の
数
行
し
か
占
め
て
ゐ
な
い
、
セ
ベ
ラ
ン
と
い
ふ

詩
人
の
こ
と
も
、
す
つ
か
り
忘
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
年
ほ
ど
前
、
神
田
の
古
本
屋
で
偶
然
そ
の
本
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

つ
け
た
の
で
、
昔
の
思
ひ
出
を
懐
か
し
む
あ
ま
り
、
買
つ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
第
七
十
一
頁
を
開
い
て
、
（
後
略
）
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前
者
の
引
用
は
、
東
台
館
に
入
居
が
決
ま
り
引
っ
起
し
て
い
る
時
点
を
「
今
」
と
言
っ
て
い
た
の
に
（
語
ら
れ
る
〈
現
在
〉

に
視
座
が
あ
る
）
、
改
行
後
「
そ
の
翌
日
」
と
、
語
り
の
〈
現
在
〉
か
ら
の
記
述
に
切
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
例
で
あ
る
。

　
後
者
は
、
「
そ
れ
ら
の
中
に
～
セ
ベ
ラ
ン
の
横
顔
な
の
で
あ
る
」
ま
で
は
（
中
略
部
分
も
含
め
て
）
語
る
「
私
」
の
〈
現
在
〉

に
視
座
が
あ
る
。
だ
が
、
改
行
後
の
「
今
は
」
の
「
今
」
と
は
、
「
そ
ん
な
挿
絵
」
を
す
っ
か
り
忘
却
し
て
い
た
時
、
す
な
わ

ち
語
ら
れ
る
「
私
」
の
く
現
在
V
で
あ
る
。
（
正
確
に
は
、
こ
こ
で
の
語
ら
れ
る
「
私
」
の
〈
現
在
〉
と
は
、
東
台
館
に
秘
密

の
部
屋
を
も
つ
時
点
よ
り
も
更
に
過
去
を
指
す
。
）
そ
れ
に
続
く
文
の
「
二
年
ほ
ど
前
」
は
、
語
る
「
私
の
」
の
〈
現
在
〉
か

ら
み
て
の
「
二
年
程
前
」
と
も
、
東
台
館
に
引
越
し
を
す
る
時
点
か
ら
み
て
の
そ
れ
と
も
と
れ
る
曖
昧
さ
を
も
っ
て
い
る
。
ち

な
み
に
こ
の
七
行
後
に
は
「
今
、
そ
の
本
が
手
元
に
な
い
の
で
、
は
つ
き
り
と
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
が
」
と
あ
り
、
視
座
は

語
る
「
私
」
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
語
る
「
私
」
と
語
ら
れ
る
「
私
」
が
、
互
い
の
審
級
を
侵
犯
し
あ
っ
て
い
る
の
だ
。
寧
ろ
、

こ
れ
ら
の
審
級
を
固
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
き
れ
な
い
と
い
っ
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
こ
と
は
物
語
の
枠
を
曖
昧
に

も
す
る
。
枠
が
曖
昧
で
あ
り
、
物
語
中
の
く
い
ま
V
が
不
安
定
に
揺
れ
動
き
つ
づ
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
宇
野
作
品
の
「
錯
綜

す
る
語
り
」
を
な
り
た
た
せ
て
い
る
重
要
な
要
素
だ
と
言
え
よ
う
。

一48一
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「
夢
み
る
部
屋
」
の
語
り
は
、
あ
る
コ
ー
ド
を
読
者
に
要
請
す
る
。



そ
れ
か
ら
、
…
…
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
打
ち
明
け
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
は
、

な
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
、
十
何
枚
か
の
額
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
小
さ
な
部
屋
の
中
で
重
要

学習院大学人文科学論集以（2000）

　
右
の
引
用
箇
所
の
傍
線
部
は
、
こ
の
小
説
の
な
か
で
最
初
に
で
て
く
る
〈
告
白
〉
の
身
ぶ
り
で
あ
る
。
語
り
手
「
私
」
は
、

小
説
の
始
ま
り
か
ら
「
寛
大
な
る
読
者
よ
、
諸
君
が
も
し
こ
の
脚
本
の
ト
書
の
や
う
な
描
写
を
今
少
し
私
に
許
す
な
ら
ば
」
と

前
置
き
を
し
て
自
宅
の
間
取
り
を
説
明
し
た
り
、
「
か
う
い
ふ
説
明
は
徒
ら
に
読
者
の
欠
伸
を
買
ふ
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
こ

と
を
私
は
心
配
し
な
い
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
ぜ
ひ
と
も
諸
君
に
こ
の
部
屋
の
様
子
を
知
つ
て
お
い

て
も
ら
ひ
た
い
」
と
申
し
立
て
た
り
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
語
り
手
は
「
読
者
」
を
強
く
意
識
し
、
こ
れ
か
ら
語
る

事
を
理
解
す
る
た
め
に
は
「
ぜ
ひ
と
も
」
「
こ
の
部
屋
の
様
子
を
知
つ
て
」
お
く
必
要
が
あ
る
の
だ
と
、
「
読
者
」
に
要
請
し
て

い
る
の
だ
。

　
今
ひ
と
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
波
線
で
あ
ら
わ
し
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
語
る
こ
と
へ
の
逡
巡
を
表
明
し
て
い
る
箇
所

と
い
え
る
。「

君
は
こ
の
世
の
中
で
、
何
が
一
番
好
き
だ
、
」
と
嘗
て
人
に
問
は
れ
た
時
、
私
は
そ
れ
に
答
へ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、

実
は
心
の
中
で
「
山
と
女
と
本
」
と
答
へ
た
。
　
　
あ
あ
、
さ
う
だ
、
こ
の
答
へ
を
、
こ
ん
な
に
突
然
に
、
こ
ん
な
に
性

急
に
、
漏
ら
す
の
で
は
な
か
つ
た
。
こ
の
言
葉
は
、
も
つ
と
も
つ
と
私
自
身
に
つ
い
て
色
色
な
こ
と
を
述
べ
た
上
で
な
け
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れ
ば
、
諸
君
に
十
分
に
合
点
が
行
く
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、

来
て
も
、
い
は
な
い
言
葉
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。

だ
か
ら
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
度
の
小
説
が
最
後
の
行
に

　
「
私
」
は
次
々
と
「
人
に
話
せ
な
い
妙
な
性
分
」
の
話
を
披
涯
し
、
「
も
つ
と
も
つ
と
私
自
身
に
つ
い
て
色
色
な
こ
と
を
述

べ
」
る
意
志
が
現
段
階
で
は
あ
る
こ
と
を
語
る
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
は
逡
巡
し
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
打
ち
明
け
た
く
な

い
こ
と
を
打
ち
明
け
る
と
い
っ
た
身
ぶ
り
や
、
話
す
か
ら
に
は
よ
り
正
確
に
「
読
者
」
に
理
解
し
て
欲
し
い
と
い
う
身
ぶ
り
を

示
す
。
語
り
手
の
こ
う
い
っ
た
身
ぶ
り
は
、
「
こ
の
小
説
」
を
、
〈
告
白
〉
と
し
て
読
ん
で
欲
し
い
、
語
ら
れ
る
べ
き
本
題
は

「
私
」
で
あ
る
と
い
う
コ
ー
ド
を
提
示
す
る
。
「
私
」
は
「
誤
解
」
さ
れ
る
こ
と
、
「
見
る
人
が
そ
れ
ぞ
れ
彼
等
自
身
の
考
へ
を
、

私
の
身
に
当
て
は
め
て
推
量
す
る
」
こ
と
を
、
極
端
に
嫌
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
か
ら
語
ろ
う
と
す
る
前
に
、
く
ど
い
ほ
ど
自

分
の
部
屋
、
自
分
の
性
癖
を
説
明
し
、
読
解
に
あ
た
っ
て
の
コ
ー
ド
を
読
者
に
う
え
つ
け
よ
う
と
す
る
。

　
そ
れ
で
は
そ
の
告
白
と
は
何
を
告
白
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
通
読
し
終
え
て
か
ら
考
え
る
と
、
「
私
」
と
い
う
一
男
性
の

風
変
わ
り
な
生
活
の
事
（
ひ
い
て
は
「
私
自
身
」
の
こ
と
）
だ
と
い
え
る
が
、
こ
の
男
は
執
拗
に
自
己
を
奇
妙
な
嗜
好
・
性
癖

の
あ
る
人
物
と
し
て
強
調
し
て
い
る
。

　
そ
の
性
分
と
は
「
虚
心
坦
懐
と
い
ふ
の
と
、
正
反
対
の
気
質
」
で
、
「
客
に
自
分
の
部
屋
を
覗
か
れ
る
こ
と
が
私
の
最
も
恐

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
」
。
「
私
」
は
こ
の
性
質
を
あ
ら
ゆ
る
例
を
挙
げ
て
熱
心
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
名
付
け
よ
う

と
は
し
な
い
。
た
だ
自
分
で
も
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
も
の
と
し
て
繰
り
返
す
だ
け
だ
。
次
の
三
つ
の
文
章
は
本
来
一
続
き

の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
が
、
長
い
の
で
間
を
略
し
て
引
用
す
る
。

一50一



そ
れ
と
い
ふ
の
も
、
私
は
不
思
議
な
性
分
の
男
で
、
何
が
故
に
そ
ん
な
性
分
で
あ
る
か
、
さ
う
し
て
、
私
自
身
が
ど
ん
な

に
千
度
反
省
し
、
千
度
恥
ぢ
た
か
知
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
ゐ
て
ど
う
し
て
も
改
め
よ
う
と
い
ふ
心
が
け
に
な
つ

た
こ
と
の
な
い
、
自
分
に
も
何
と
も
合
点
の
い
か
な
い
、
妙
な
性
質
を
持
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。

学習院大学人文科学論集IX（2000）

そ
の
た
め
に
親
た
ち
か
ら
、
火
の
用
心
が
危
な
い
と
か
、
何
と
い
ふ
お
前
は
偏
屈
な
子
で
あ
ら
う
と
か
、
い
つ
て
た
し
な

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
決
し
て
そ
の
不
思
議
な
癖
を
あ
ら
た
め
な
か
つ
た
。
（
引
用
者
注
・
少
年
時
代
の
幻
燈
に

つ
い
て
）

私
は
こ
の
自
分
の
、
人
に
話
せ
な
い
妙
な
性
分
の
為
に
、
ど
ん
な
に
私
自
身
が
悩
ま
さ
れ
た
か
知
れ
な
い
。
事
実
、
そ
れ

を
知
ら
な
い
人
で
、
私
が
さ
う
い
ふ
事
（
引
用
者
注
・
他
人
が
部
屋
に
入
っ
て
く
る
と
原
稿
や
本
を
慌
て
て
隠
す
こ
と
）

を
す
る
の
を
ち
ら
と
で
も
発
見
す
る
な
ら
ば
、
事
と
場
合
で
は
ど
ん
な
に
私
を
誤
解
し
て
、
ど
ん
な
に
気
を
悪
く
す
る
か

し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
う
思
ひ
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
、
こ
の
妙
な
性
分
は
私
か
ら
抜
け
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
以
外
に
も
、
山
の
写
真
を
額
に
入
れ
て
愛
好
し
て
い
る
こ
と
を
「
私
の
奇
妙
な
楽
し
み
」
「
孤
独
な
楽
し
み
」
と
表
現

し
て
い
る
。
「
私
」
は
特
異
で
あ
る
こ
と
、
一
般
性
に
回
収
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
自
己
を
定
位
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
自
己
の
奇
妙
さ
を
繰
り
返
す
う
ち
に
そ
れ
は
「
例
の
私
の
妙
な
性
分
」
と
、
も
う
す
っ
か
り
所
与
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
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る
よ
う
に
な
り
、
「
先
に
幾
度
も
く
り
返
し
た
や
う
な
特
別
の
性
分
」
と
ま
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
語
り
手
は
、
「
数
多

い
読
者
」
に
む
か
っ
て
「
諸
君
」
と
呼
び
か
け
る
だ
け
で
な
く
、
こ
う
い
っ
た
形
で
も
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
り
、
情
報
を
共
有
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
「
私
」
の
こ
の
「
奇
妙
な
性
質
」
と
は
「
人
に
見
ら
れ
る
」
こ
と
を
極
端
に
恐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
る
性
質
な
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
男
が
何
故
図
ま
で
用
い
て
自
分
の
部
屋
の
様
子
を
こ
と
細
か
に
語
る
の
か
。
彼
の
蔵
書

に
つ
い
て
は
詳
し
い
言
及
は
な
い
の
で
、
書
物
に
関
し
て
は
情
報
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
本
箱
は
詳
し
く
説
明
さ

れ
て
い
る
。
「
私
の
考
へ
に
よ
る
と
、
人
は
、
そ
の
持
つ
て
ゐ
る
一
個
の
額
か
ら
で
も
、
そ
の
持
ち
主
の
趣
味
や
教
養
を
他
人

に
推
量
さ
れ
る
」
の
な
ら
ば
、
「
余
り
に
有
り
ふ
れ
た
、
早
稲
田
あ
た
り
の
田
舎
学
生
か
、
で
な
け
れ
ば
東
京
な
ら
、
中
学
生

で
も
、
も
う
少
し
大
型
の
、
も
う
少
し
気
の
き
い
た
の
を
持
つ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
と
思
へ
る
や
う
な
」
と
い
う
ふ
う
に
増
殖

す
る
一
方
の
連
体
修
飾
句
を
連
ね
て
、
自
分
の
本
箱
を
詳
細
に
説
明
す
る
の
は
「
私
」
が
最
も
忌
避
す
べ
き
行
為
で
あ
る
は
ず

だ
。
と
こ
ろ
が
「
私
」
は
根
気
よ
く
自
分
が
偏
愛
す
る
物
に
つ
い
て
の
話
を
語
り
つ
づ
け
る
。

　
「
私
」
の
志
向
は
相
矛
盾
す
る
方
向
へ
と
む
か
う
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
を
有
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
書
き
か
け
の
原
稿
さ
え

見
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
の
で
は
、
原
稿
を
公
表
し
て
生
活
す
る
小
説
家
と
し
て
致
命
的
な
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
語
る
「
私
」
が
、
語
ら
れ
る
「
私
」
に
焦
点
化
す
る
こ
と
が
多
い
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
厳
密
な
区
別
を
つ
け
る

こ
と
は
困
難
だ
が
、
語
ら
れ
る
「
私
」
が
隠
し
た
が
る
一
方
で
、
語
る
「
私
」
は
暴
く
機
能
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
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こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
三
味
線
や
部
屋
、
建
築
物
な
ど
の
物
に
つ
い
て
は
饒
舌
な
の
に
、
自
己
の
体



験
や
感
覚
・
感
情
を
言
語
に
変
換
し
て
表
現
す
る
こ
と
の
不
可
能
さ
を
繰
り
返
す
点
で
あ
ろ
う
。

具
体
例
を
本
文
か
ら
引
用
し
論
者
な
り
の
分
類
を
ほ
ど
こ
し
て
説
明
し
て
ゆ
く
。

以
下
、
少
々
煩
雑
に
な
る
が
、

学習院大学人文科学論集朕（2000）

A
説
明
不
能
（
1
1
線
部
）

①
そ
れ
で
、
窮
屈
な
、
何
物
と
も
知
れ
ぬ
変
な
物
の
臭
ひ
の
す
る
押
入
れ
の
中
で
、
（
中
略
）
私
は
身
体
ぢ
ゆ
う
汗
び
つ

　
　
し
よ
り
に
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
、
何
と
も
い
へ
ぬ
愉
快
さ
と
、
安
心
さ
と
、
さ
う
し
て
秘
密
な
気
分
と
を
楽
し
ん
だ

　
　
も
の
で
あ
つ
た
。

②
自
分
が
読
ん
で
ゐ
る
本
と
か
、
自
分
が
何
か
の
原
稿
を
書
い
て
ゐ
る
事
と
か
を
、
友
達
に
知
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
か
、

　
　
ど
う
い
ふ
訳
か
、
自
分
で
も
ず
い
ぶ
ん
頭
を
悩
ま
し
て
し
ば
し
ば
そ
の
理
由
を
求
め
た
が
、
結
局
わ
か
ら
な
か
つ
た
程

　
　
で
、
何
と
い
ふ
こ
と
な
く
否
で
な
ら
ぬ
の
で
（
後
略
）

　
③
彼
女
が
余
り
に
私
の
思
ふ
ま
ま
に
な
る
こ
と
が
、
そ
れ
が
私
の
心
持
ち
に
打
撃
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

　
私
自
身
に
も
一
応
は
不
思
議
で
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ま
つ
た
く
、
本
当
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

④
欧
州
ア
ル
プ
ス
の
写
真
や
額
も
、
方
々
に
ピ
ン
で
張
り
つ
け
て
あ
る
、
私
の
好
き
な
諸
国
の
山
山
の
写
真
と
絵
も
、
さ

　
て
は
フ
エ
ル
ナ
ン
・
セ
ベ
ラ
ン
の
肖
像
も
、
数
枚
の
私
の
恋
女
の
肖
像
写
真
も
、
す
べ
て
は
一
つ
に
と
け
て
、
私
の
気

　
も
ち
は
、
何
と
も
形
容
の
言
葉
も
な
い
、
甘
い
味
は
い
に
溺
れ
る
の
で
あ
る
。

一53一

B
念
押
し
（
　
線
部
。
1
線
部
は
本
来
①
に
入
れ
る
べ
き
も
の
だ
が
文
の
都
合
上
こ
こ
に
記
す
）
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①
実
際
、
私
は
、
何
の
誇
張
も
な
し
に
、
驚
嘆
し
て
、
　
然
と
し
て
、
数
分
の
間
、
そ
の
時
の
主
人
の
心
理
を
考
へ
て
、

　
さ
て
何
と
い
ふ
羨
ま
し
い
快
い
気
質
の
人
で
あ
ら
う
、
と
感
嘆
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

②
さ
う
し
て
、
こ
れ
ら
何
の
誇
張
で
も
な
い
の
で
あ
つ
て
、
実
際
私
の
道
が
精
養
軒
の
前
の
桜
の
並
木
の
通
り
に
か
か
る

　
と
、
胸
の
動
悸
が
微
か
に
打
ち
は
じ
め
る
の
を
私
は
感
じ
た
。

③
私
は
実
際
に
そ
れ
ら
の
山
を
見
た
こ
と
の
あ
る
ど
ん
な
人
よ
り
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
山
山
を
故
郷
に
持
つ
て
ゐ
る

　
人
人
ほ
ど
正
確
に
、
そ
れ
ら
の
山
の
姿
勢
を
知
つ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
、
甚
だ
し
い
嘘
に
は
な
ら
な
い
と
信
じ
る
程
で

　
あ
る
。
私
は
誓
つ
て
い
ふ
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
私
に
し
て
見
る
と
、
幾
ら
い
つ
て
も
足
ら
ぬ
と
こ
そ
は
思
ふ
が
、

寸
分
も
誇
張
し
た
も
の
で
は
な
い
。
い
や
、
私
は
ど
う
か
し
て
誇
張
し
て
云
ひ
た
い
と
さ
へ
思
ふ
の
で
あ
る
が
、

　
そ
れ
が
出
来
な
い
こ
と
を
地
踏
鞘
踏
み
た
い
く
ら
ゐ
残
念
に
思
ふ
の
で
あ
る
。

④
こ
ん
な
風
に
は
つ
き
り
と
本
郷
の
台
と
か
不
忍
池
の
低
地
と
か
書
く
と
、

私
の
そ
の
時
の
感
じ
と
は
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別
別
に
な
つ
て
し
ま
ふ
し
、
ま
た
聞
く
人
も
嘘
の
や
う
に
思
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。

⑤
宵
に
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
よ
く
似
た
女
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
と
ま
で
思
へ
た
一
夜
妻
が
、
明
く
る
朝
み
る
と
、
そ
の

　
女
の
ど
こ
が
彼
女
に
似
て
見
え
た
の
で
あ
ら
う
、
と
私
は
嘘
で
な
く
、
自
分
と
自
分
の
身
を
採
つ
て
み
て
、
頭
を
拮
つ

　
た
事
も
一
度
な
ら
ず
あ
つ
た
。

C
反
語

①
さ
う
し
て
、

私
は
、
子
供
の
や
う
な
心
に
な
つ
て
、
恋
す
る
女
の
写
真
や
、
愛
す
る
町
の
写
真
や
、
好
き
な
山
山
の
写
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真
な
ど
を
次
ぎ
次
ぎ
と
壁
に
拡
大
し
て
映
し
て
は
、
そ
の
楽
し
み
を
何
に
た
と
へ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
真
の
闇
の
中

　
の
部
屋
で
（
後
略
）

②
あ
あ
、
私
が
こ
れ
等
の
山
の
写
真
を
眺
め
て
楽
し
む

　
と
が
出
来
よ
う
。

、
そ
の
楽
し
み
の
有
頂
天
さ
を
、
ど
う
い
ふ
言
葉
が
説
明
す
る
こ

　
A
、
B
、
C
の
引
用
箇
所
を
全
て
読
ん
で
判
る
の
は
、
誰
に
も
共
有
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
個
人
的
な
体
験
を
語
る
と
き
に
、

「
嘘
」
「
誇
張
」
で
は
な
い
と
殊
更
に
断
っ
た
り
、
反
語
表
現
で
言
語
変
換
の
不
可
能
を
強
調
し
た
り
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
が
多

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
〈
真
実
V
を
〈
真
実
〉
ら
し
く
語
る
に
は
説
得
的
な
言
説
を
展
開
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
る
の
に
、
「
私
」
は
そ
れ
ら
に
か
ぎ
っ
て
語
れ
な
い
も
の
、
言
語
変
換
不
能
の
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
歩

踏
み
込
ん
で
い
う
な
ら
ば
、
「
語
れ
な
い
」
と
言
う
こ
と
で
語
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
逆
説
的
な
あ
り
よ

う
が
、
言
説
の
レ
ベ
ル
で
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
く
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
V
も
の
と
し
て
対
象
を
表
象
す
る
と
、
シ

ニ
フ
ィ
エ
は
宙
吊
り
に
さ
れ
る
。
読
者
は
強
調
の
度
合
い
を
考
慮
し
つ
つ
自
ら
想
像
を
働
か
せ
て
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
補
充
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
読
者
の
う
け
お
う
役
割
は
さ
て
お
き
、
先
に
見
た
よ
う
に
語
る
「
私
」
は
、
「
こ
の
度
の
小
説
」
を
〈
告
白
〉
と
し
て
読
ん

で
欲
し
い
と
い
う
コ
ー
ド
を
提
示
し
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
語
る
「
私
」
は
、
〈
告
白
〉
な
ら
ば
最
も
説
明
す
べ
き
（
と
期

待
さ
れ
る
）
個
人
的
体
験
・
感
覚
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
空
白
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
な
る
と
、
コ
ー
ド
を
額
面
ど
お

り
受
け
取
っ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
く
告
白
V
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
物
語
内
容
か
ら
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こ
の
こ
と
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

III

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
「
私
」
は
見
ら
れ
る
こ
と
を
極
端
に
嫌
が
る
人
物
だ
が
、
そ
の
原
因
は
所
有
物
に
よ
っ
て
自
分
の
価
値

観
や
ひ
と
と
な
り
を
類
推
さ
れ
る
の
が
嫌
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
。
「
私
」
は
、
所
持
品
や
イ
ン
テ
リ
ア
な
ど
が

そ
れ
ら
の
持
ち
主
の
人
格
を
代
行
す
る
と
い
う
見
方
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
こ
の
見
方
を
極
端
に
内

面
化
し
て
い
る
。
物
語
内
の
「
私
」
の
論
理
に
従
っ
て
読
め
ば
、
彼
の
持
ち
物
は
彼
の
人
格
を
代
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
そ
れ
ら
の
物
た
ち
が
す
べ
て
「
キ
ッ
チ
ュ
日
く
ま
が
い
物
V
」
だ
と
い
う
卓
越
し
た
指
摘
を
し
た
の
が
、
高
橋
世
織
氏
だ
。

『
夢
見
る
部
屋
』
（
大
1
1
・
4
『
中
央
公
論
』
）
を
一
読
し
て
気
付
く
こ
と
は
、
こ
こ
に
登
場
す
る
事
物
が
悉
く
、
〈
実
体
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
へ

を
喪
失
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
喪
失
、
い
や
、
消
失
さ
せ
ら
れ
、
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ツ
チ
　
ユ

に
は
〈
ほ
ん
も
の
〉
は
一
切
排
除
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
（
中
略
）
徹
頭
徹
尾
〈
ま
が
い
も
の
〉
、
〈
混
成
品
V
が
現
出
し
繰

り
出
さ
れ
る
空
間
に
仕
立
て
ら
れ
て
あ
っ
た
。
（
中
略
）
〈
煙
草
屋
の
娘
V
も
〈
妻
〉
も
《
ゆ
め
子
，
a
》
《
ゆ
め
子
，
a
》
と

い
っ
た
《
ほ
ん
も
の
a
》
か
ら
巧
妙
に
ず
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
徹
底
性
は
く
私
V
自
身
に
ま
で
及

ぶ
。
本
物
の
〈
私
〉
と
は
異
な
る
姿
1
1
〈
私
も
亦
、
完
全
に
、
コ
オ
ロ
の
風
景
の
人
を
さ
迷
ふ
、
ラ
マ
ル
テ
ィ
イ
ヌ
の
青

　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
、
　
　
、
、

蒼
め
た
孫
V
な
ど
と
な
る
し
、
何
よ
り
も
、
〈
私
〉
は
く
私
V
か
ら
は
ず
（
さ
）
れ
て
、
〈
仮
偽
名
〉
人
物
と
し
て
登
録
さ

一56一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ニ
シ
エ
　
シ
ヨ
ン

れ
て
の
ち
こ
の
異
空
間
へ
の
入
　
室
が
許
さ
れ
る
。

（
引
用
者
注
・
傍
点
・
ル
ビ
は
全
て
原
文
ど
お
り
）
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「
私
」
と
い
う
人
物
を
代
行
す
る
も
の
が
、
〈
ま
が
い
も
の
〉
で
し
か
な
い
な
ら
ば
、
彼
自
身
も
〈
ま
が
い
も
の
〉
と
な
る
。

そ
れ
は
く
ほ
ん
も
の
V
の
持
つ
固
有
性
や
「
い
ま
」
「
こ
こ
」
に
し
か
な
い
と
い
う
性
格
を
持
た
な
い
。
語
る
「
私
」
が
い
か

に
自
分
の
嗜
好
を
「
奇
妙
な
」
も
の
、
特
異
な
も
の
と
し
て
語
ろ
う
と
も
、
そ
の
嗜
好
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
た
秘
密
の
部
屋

を
彩
る
も
の
は
、
す
べ
て
代
替
物
な
の
だ
。
ゆ
め
子
で
さ
え
も
、
本
人
で
は
な
く
写
真
を
「
任
意
」
の
大
き
さ
に
引
き
伸
ば
し

た
姿
で
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
私
」
も
そ
こ
で
は
「
仮
偽
名
」
の
男
と
し
て
存
在
す
る
。
自
宅
で
の
（
こ
れ
さ
え
も

「
下
宿
」
に
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
な
「
借
家
」
だ
っ
た
）
自
分
も
、
東
台
館
で
の
自
分
も
、
ど
ち
ら
も
偽
物
な
の
だ
。
東
台
館

の
部
屋
を
「
幻
燈
…
機
械
」
に
、
そ
こ
で
の
生
活
を
幻
燈
の
絵
に
喩
え
る
の
は
、
「
私
」
の
「
奇
妙
な
」
嗜
好
の
な
せ
る
技
で
も

偶
然
で
も
な
い
。
ま
た
、
も
う
じ
き
開
催
さ
れ
る
博
覧
会
・
視
覚
1
1
見
る
こ
と
の
優
位
性
を
近
代
社
会
の
隅
々
ま
で
定
着
さ
せ

て
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
に
、
地
方
か
ら
押
し
か
け
る
人
々
の
あ
お
り
を
く
っ
て
、
彼
の
生
活
は
ゆ
め
幻
の
ご
と
く
は
か
な
く
消
え

去
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
語
る
「
私
」
は
、
「
私
は
こ
こ
で
、
何
を
た
く
ら
ま
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
」
「
私
は
知
ら

な
い
」
と
、
「
こ
の
度
の
小
説
」
を
放
り
出
し
て
し
ま
う
。
告
白
さ
る
べ
き
〈
真
実
の
生
活
〉
、
お
よ
び
〈
ほ
ん
と
う
の
自
己
〉

が
ま
が
い
も
の
、
幻
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
的
に
露
見
さ
せ
た
以
上
、
も
は
や
く
告
白
V
を
装
っ
て
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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＊

＊

＊

＊

　
「
夢
見
る
部
屋
」
を
読
ん
だ
久
米
正
雄
が
宇
野
に
向
か
っ
て
「
君
は
面
白
い
生
活
を
し
て
ゐ
る
ね
」
と
言
っ
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
「
空
想
が
九
分
」
の
小
説
を
、
作
家
・
宇
野
浩
二
の
私
生
活
を
そ
の
ま
ま
に
記
述
し
た
小
説
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
て
読
む
同
時
代
の
読
者
が
い
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
寧
ろ
、
平
和
記
念
東
京
博
覧
会
の
開
催
（
上
野
で
大
正
十
一
年
三
月
十

日
か
ら
七
月
末
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
）
、
ゴ
シ
ッ
プ
欄
や
宇
野
の
他
の
小
説
で
反
復
さ
れ
る
女
（
芸
者
・
妻
）
・
質
屋
・
貧
乏
生

活
等
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
参
照
枠
と
し
て
読
む
読
者
は
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
同
時
代
状
況
の
中
で
、
〈
告
白
〉
を

偽
装
し
て
始
ま
り
肝
心
の
そ
れ
を
放
棄
し
て
終
わ
る
こ
の
小
説
は
、
「
楽
屋
落
ち
小
説
」
「
私
は
小
説
」
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
機

能
す
る
可
能
性
を
も
秘
め
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
、
論
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

一58一

（
1
）
　
「
大
阪
落
語
」
と
言
っ
た
の
は
菊
池
寛
だ
が
、
芥
川
龍
之
介
は
大
正
八
年
の
宇
野
浩
二
に
つ
い
て
「
本
年
度
の
新
進
作
家
と
し
て
、

　
　
し
か
も
そ
の
雄
な
る
も
の
」
と
評
価
し
、
（
「
大
正
八
年
の
文
芸
界
」
・
『
新
潮
』
大
正
八
年
十
二
月
）
翌
九
年
に
は
「
ス
タ
ア
ン
を
彷
彿

　
　
さ
せ
る
作
家
」
（
「
大
正
九
年
の
文
芸
界
」
・
『
新
潮
』
大
正
九
年
十
二
月
）
と
賛
美
し
て
い
た
。

（
2
）
　
「
フ
レ
ン
チ
、
ポ
オ
ト
レ
エ
ツ
」
と
い
う
題
名
の
本
は
久
米
正
雄
の
「
破
船
」
に
も
で
て
く
る
。
『
久
米
正
雄
全
集
第
五
巻
』
所
収
の

　
本
文
（
℃
」
逡
）
で
柳
井
が
書
店
で
手
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
こ
こ
で
い
う
『
フ
レ
ン
チ
、
ポ
オ
ト
レ
エ
ツ
』
と
同
じ
か
ど

　
　
う
か
は
判
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ト
ム
ソ
ン
は
実
在
す
る
英
国
の
詩
人
だ
が
（
宰
9
。
g
【
ω
↓
げ
0
3
0
ω
8
H
°
。
㎝
O
～
δ
O
↓
）
彼
の
詩
集
に

　
　
『
フ
レ
ン
チ
、
ポ
オ
ト
レ
エ
ツ
』
な
る
も
の
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
セ
ベ
ラ
ン
も
実
在
の
詩
人
だ
が
、
詳
細
は
不
明
。

　
　
『
世
紀
末
の
夢
・
象
徴
派
芸
術
』
（
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
著
、
杉
本
秀
太
郎
訳
。
白
水
社
一
㊤
。
。
卜
。
』
）
に
数
行
の
言
及
が
あ
る
だ
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け
だ
っ
た
。

（
3
）
　
同
じ
指
摘
は
既
に
曾
根
博
義
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
「
都
市
の
明
暗
＊
視
線
と
光
線
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
有
精
堂
編
集
部
編

　
　
『
日
本
文
学
史
を
読
む
W
　
近
代
2
』
（
有
精
堂
出
版
一
〇
8
」
一
）

（
4
）
　
「
鬼
（
マ
ニ
ア
）
の
文
学
！
偏
愛
さ
れ
る
〈
痕
跡
〉
」
『
早
稲
田
文
学
』
第
目
H
号

（
5
）
　
こ
の
誤
字
の
多
い
引
用
が
ど
の
本
文
か
ら
と
ら
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
6
）
引
用
は
す
べ
て
『
桜
井
版
名
作
選
書
　
夢
見
る
部
屋
』
（
桜
井
書
店
昭
和
十
七
年
二
月
）
所
収
の
宇
野
自
身
に
よ
る
「
後
記
」
か
ら

　
　
の
抜
粋
。

　
　
　
参
考
文
献

山
本
　
健
吉
「
宇
野
浩
二
（
作
家
の
肖
像
・
一
）
」
『
批
評
』
一
㊤
ω
㊤
」
目

柳
田
　
泉
・
勝
本
清
一
郎
・
猪
野
謙
二
編
『
座
談
会
大
正
文
学
史
』
岩
波
書
店
一
霧
伊
刈

磯
貝
　
英
夫
「
私
小
説
と
事
実
」
『
日
本
近
代
文
学
大
系
第
四
十
巻
　
月
報
9
』
角
川
書
店
H
雪
O
絹

篠
田
　
一
士
「
夢
見
る
部
屋
の
構
図
」
『
す
ば
る
』
第
十
号
一
㊤
謡
」
N

勝
山
　
功
「
宇
野
浩
二
に
お
け
る
詩
と
夢
」
『
現
代
文
学
講
座
（
4
）
大
正
の
文
学
』
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
）
至
文
堂
目
竃
伊
㎝

羽
根
田
武
夫
「
宇
野
浩
二
さ
ん
の
密
室
の
正
体
」
『
鬼
の
宿
帖
』
文
化
出
版
局
一
瑠
N
①

海
老
井
英
次
「
宇
野
浩
二
の
語
り
と
文
体
」
『
近
代
文
学
4
』
有
斐
閣
H
零
メ
㊤

榎
本
　
隆
司
「
宇
野
浩
二
に
お
け
る
虚
と
実
」
『
大
正
文
学
論
』
有
精
堂
出
版
お
゜
。
一
』
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　　　　　　　　　　　　　　　　　レレ田購燗ミ〈「臨姻秘・fi一く一掻3楚臨想鉱楚冥ゆ一く」

巡瞳　罫姻「韻い負Q駁ヤλムー畑・瞬畑1・iJ・9．＃檸唾」『口粁蝦と4＞〈｛＄』1989．5

｛哩輕　制雛「面葦＝細§＝羅栂や畢購恒ゆ111肛牒一寝田劇『轄弍恥トへ×み　く［』想栂虞OO」『［ロ粁唄皐以紳』1989．5

4x｛環掴嶋兎「むト臨躯】1樋鞭採錘皿聴」認隠叙丹『圃採朴』va＄llP　1989．1

－粁　榊罫「血量鰹鴬凋豪へ塾一姉㌫斑1］『榊e…週昧』一“」・H－’ξ〕想一」『圖採卦　駐屡却蝦麺』1991．4

聖田　匝串臼く固十ヨ母Q肝臨蜘111＞〈｛＄一匝舘翠庸（園）る⑩」認圓→く遜Hく丹越暴採齢霞駅葎鎧姻鐙罷如『申酬≡［似菱寧儒

　　　　　　蝋』　掘長ヒ8叫P1996．3

9umR　超髄『粒齪くhQ督浬紳　価麺勧⊃e唄ζ』（晋《廉細仔“《能韓1998．8111墨

熱トミ嵐一・？八ギ〃ノ♪～『遜灘鞘腔壇ど（∋手】k題』端採担1970．8

帽田　胆部『〈哩棚＞N〈価如勧⊃〉無抽十1超1ト、ミ負憩眼ゆ「→く田」剰踵』（罷罷韓麹蜘スホ日58）纏罷廻1995．10

　　　　“YUME－MIRU　HEYA”

－The　Novel　Disguised　As　a　Confession．

ー
O
O
l

Izume　Ayako

　Generally，　the　narrations　of　Uno　Kouji’s　novels　are　called“complicated　narrations”or　regarded　as“disordered

narrations”，　In　this　article　I　deal　with　this　problem；what　makes　it　disordered　paying　my　attention　to　the　point　of　view

of　the　narration．　The　present　of　the　story　and　the　present　when　the　narrator　speaks　are　sometimes　different　each　other

and　sometinles　seem　to　be　the　same　in　this　novel；“YUME－MIRU　HEYA”，　This　makes　the　matter　complicated．

　Then，　a　unique　property　of　narration　of“YUME－MIRU　HEYA”is　that　using　irony，　emphasis　and　saying　impossibi1・

ity　to　express　his　experiences　so　many　times．　The　narrator　is　eager　to　show　how　strange　his　habit　is，　on　the　other　hand



he　throw　showing　his　experiences　out．

　　The　narrator，　who　tells　the　readers　to　read　this　story　as　a　confession　of　his　secret　life，　thinks　that　the　belongings

such　as　picture　frames，　book　shelf，　books　and　so　on　are　represent　their　owner’s　personality．　But　his　belongings　are

all　imitations．　So　if　his　belongings　represent　himself，　he　is　also　an　imitation．　There’s　no‘true　life’or‘truth’　to　confess．

The　last　sentence；“I　don’t　know”is　symbolic　of　this　novel’s　point．　I　think“YUME・MIRU　HEYA”is　the　novel

disguised　as　a　confession，　and　it　might　has　been　a　parody　of‘WATAKUSHI　SHOUSETSU’．

（一く似建卦霞駅誌田粁龍田粁採貌碑督避舶輕蜀黙騨）
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