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戦
後
小
説
の
視
点
人
物
を
め
ぐ
っ
て

水
　
　
上

勲

　
阿
部
知
二
の
小
説
（
長
篇
中
心
一
の
方
法
的
特
色
と
い
え
ば
、
ま
ず
第
一
に
、

彼
の
小
説
に
お
け
る
「
視
点
人
物
」
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
小
説
に
お
い
て
、
或
る
事
件
な
り
登
場
人
物
な
り
を
描
く
の
に
、
そ
の

場
に
立
ち
合
っ
て
い
る
副
主
人
公
的
な
「
語
り
手
」
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
人
物

の
視
点
か
ら
小
説
世
界
が
観
察
、
批
評
、
報
告
さ
れ
る
。
小
説
の
登
場
人
物
の

中
に
、
必
ず
そ
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
た
人
物
が
出
て
く
る
。
こ
れ
を
視
点
人
物

と
呼
ん
で
お
く
。

　
こ
の
視
点
人
物
の
問
題
は
、
必
ず
し
も
簡
単
で
は
な
い
。
そ
れ
は
書
き
方
に

よ
っ
て
、
一
方
で
は
一
人
称
小
説
に
限
り
な
く
近
づ
く
し
、
他
方
で
は
三
人
称

小
説
に
近
づ
い
て
ゆ
く
。
視
点
人
物
が
く
私
Ｖ
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
者
に
等
し

け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説
と
区
別
す
る
の
は
困
難
と
な
る
し
、
視
点
人
物
が

三
人
称
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
必
ず
し
も
全
て
が
彼
の
視
点
を
通
し

て
描
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
視
点
人
物
が
作
品
世
界
を
隈
な
く
知
り
尽
し
て

い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
、
そ
の
不
備
を
お
ぎ
な
う
の
に
度
々
手
紙
や
日
記

が
利
用
さ
れ
た
り
、
作
者
に
よ
る
説
明
が
行
わ
れ
た
り
す
る
。
作
者
が
い
わ
ゆ

る
「
全
知
の
視
点
」
に
立
つ
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
視
点
人
物
と
い
う
技
法
は
、

い
わ
ば
一
人
称
一
私
小
説
的
な
一
と
三
人
称
一
全
知
的
な
一
の
間
を
揺
れ
動
く

視
点
設
定
と
言
え
よ
う
。

　
読
者
の
側
か
ら
一
言
え
ば
、
視
点
人
物
の
眼
を
通
し
て
小
説
世
界
を
見
る
こ
と

に
な
る
の
で
、
こ
の
眼
の
前
に
お
か
れ
た
プ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
思
い
が
け
な

い
発
見
を
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
機
能
の
一
つ
は
、
そ
う
し
た
発
見
を
も
た
ら
す

批
評
性
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ふ
つ
う
の
全
知
の
小
説
で
は
、
作
者
が
直
接
批

評
す
る
し
か
な
い
所
を
、
こ
の
視
点
人
物
に
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
世
界

に
は
異
和
感
が
な
く
な
り
、
統
一
が
生
ま
れ
る
。



　
困
難
な
の
は
、
こ
の
視
点
人
物
の
限
界
に
あ
る
。
彼
が
客
観
的
観
察
者
、
批

評
家
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
限
り
、
彼
は
小
説
中
で
活
躍
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
し
、
そ
の
場
合
に
は
傍
観
的
と
い
う
批
判
が
彼
に
浴
び
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
逆
に
、
彼
が
主
人
公
的
な
役
割
を
も
果
た
し
て
し
ま
う
よ
う
な
時
に
は
、

視
点
人
物
の
持
っ
べ
き
客
観
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
リ
ァ
リ
テ
ィ
が
欠
如
し

か
ね
な
い
。
こ
の
視
点
人
物
小
説
は
、
一
人
称
１
１
三
人
称
小
説
で
あ
る
と
共
に
、

主
観
Ｈ
客
観
小
説
な
の
で
あ
る
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く
取
れ
た
場
合
に
は

成
功
す
る
が
、
失
敗
し
た
時
に
は
、
二
つ
の
世
界
は
ま
っ
た
く
バ
ラ
バ
ラ
に
な

¢

る
。　

阿
部
知
二
の
長
篇
小
説
の
多
く
に
、
こ
の
種
の
視
点
人
物
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
長
篇
処
女
作
の
『
冬
の
宿
』
の
「
私
」
に

始
ま
り
、
『
幸
福
』
の
公
荘
一
、
『
北
京
』
の
大
門
勇
、
『
風
雪
』
の
馬
橋
為
吉
、

い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
戦
前
の
阿
部
知
二
の
代
表
的
長
篇
に
、
こ
う

し
た
技
法
が
く
り
返
し
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
注
目
す
べ
き
こ

と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
小
説
の
方
法
を
知
る
上
で
、
彼
が
如
何
に
し
て
こ
の
よ
う

な
技
法
に
辿
り
つ
い
た
の
か
、
そ
の
意
義
は
何
な
の
か
、
『
冬
の
宿
』
に
お
け

る
「
私
」
の
成
立
か
ら
、
ま
ず
分
析
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
に
っ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
戦
後
の
、
そ
れ
も

晩
年
に
近
い
頃
の
彼
の
長
篇
小
説
　
　
即
ち
『
日
月
の
窓
』
、
『
白
い
塔
』
、
『
捕

囚
』
の
三
作
晶
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
長
篇
は
い
ず
れ
も
、
視
点

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

人
物
と
い
う
点
で
顕
著
な
特
色
が
あ
り
、
戦
前
の
も
の
に
比
べ
て
論
じ
ら
れ
る

こ
と
が
ま
だ
ま
だ
少
な
く
、
こ
こ
で
ノ
ー
ト
風
に
書
き
っ
け
る
だ
け
で
も
何
ら

か
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
今
一
っ
、
私
に
と
っ
て
大
変
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
長
篇
が
い
ず
れ
も

下
敷
き
に
な
っ
た
作
品
を
大
幅
に
改
稿
し
て
成
立
し
た
と
い
う
事
情
を
持
ち
、

し
か
も
そ
の
改
稿
に
あ
た
っ
て
、
視
点
人
物
に
重
要
な
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る

と
い
う
点
が
あ
る
。
こ
の
改
稿
の
過
程
を
見
る
中
で
、
先
に
述
べ
た
作
晶
中
に

お
け
る
視
点
人
物
の
あ
り
方
と
い
う
問
題
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な

る
と
思
う
。
一
先
に
記
し
て
お
け
ば
、
『
日
月
の
窓
』
は
『
青
い
森
』
の
改
作
に

あ
た
り
、
『
白
い
塔
』
は
雑
誌
『
世
界
』
に
連
載
さ
れ
た
同
題
の
も
の
の
大
幅

な
改
作
、
『
捕
囚
』
は
『
文
芸
』
連
載
の
『
裂
氷
』
　
　
未
刊
の
ま
ま
　
　
の

改
作
で
あ
る
。
一

　
阿
部
知
二
自
身
が
こ
の
視
点
人
物
と
い
う
技
法
に
っ
い
て
、
ど
う
語
っ
て
い

る
か
、
こ
こ
で
見
て
お
こ
う
。
た
だ
し
、
彼
に
は
自
作
に
つ
い
て
の
解
説
や
注

釈
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
そ
の
少
な
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
「
独
自
の
人

　
　

問
像
」
と
題
し
た
エ
ツ
セ
イ
が
あ
る
。
も
と
も
と
小
説
作
法
と
し
て
書
か
れ
た

も
の
で
、
小
説
作
り
の
条
件
と
し
て
、
広
い
意
味
で
の
問
題
の
発
見
、
魅
力
あ

る
「
こ
の
人
を
見
よ
」
的
な
人
問
像
、
全
体
を
貫
く
音
楽
的
な
気
分
、
の
三
つ

を
挙
げ
た
あ
と
、
「
描
出
の
方
法
」
の
困
難
な
問
題
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

　
「
つ
ま
り
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
的
と
で
も
い
う
か
ト
ル
ス
ト
イ
的
と
で
も
い
う
か
、

作
者
は
作
中
の
ど
の
人
物
の
ど
の
場
面
に
も
全
知
の
神
の
ご
と
く
に
立
ち
あ
い
、

そ
の
う
え
ど
の
人
物
の
心
の
な
か
ま
で
も
知
っ
て
そ
れ
を
書
く
（
今
日
の
新
聞

小
説
も
そ
れ
で
あ
る
）
　
　
と
い
う
ふ
う
に
は
、
私
は
書
け
な
い
。
私
は
、

『
私
』
な
り
『
あ
る
一
人
の
人
間
』
な
り
が
、
立
ち
あ
う
こ
と
、
そ
れ
が
見
る

も
の
、
そ
れ
が
考
え
る
こ
と
、
以
外
に
は
書
け
な
い
。
た
ま
さ
か
試
み
る
と
失

敗
す
る
。
だ
い
一
、
心
が
お
ち
っ
か
な
い
。
近
年
の
『
白
い
塔
』
は
、
は
じ
め

第
一
の
方
法
で
書
い
た
が
、
あ
と
で
す
べ
て
第
二
の
方
法
に
書
き
あ
ら
た
め

た
。
」

　
こ
れ
は
『
白
い
塔
』
の
改
稿
に
か
か
わ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
阿
部
に

と
っ
て
こ
の
方
法
が
単
な
る
一
技
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
は
や
身
に
っ
い
て
し

ま
っ
た
習
性
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
良
く
示
し
て
い
る
。
本
人
自
身
、
自
覚
的

意
識
的
で
あ
る
よ
り
は
、
感
覚
的
な
問
題
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

私
と
す
れ
ば
、
可
能
な
限
り
、
こ
れ
を
方
法
的
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
き
た
い
。

何
故
視
点
人
物
を
用
い
な
け
れ
ば
「
心
が
お
ち
っ
か
な
い
」
の
か
、
そ
れ
は
阿

部
知
二
の
文
学
の
本
質
に
か
か
わ
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
最
初
に
、
↓
青
い
森
』
と
そ
の
改
作
『
日
月
の
窓
』
か
ら
取
り
あ
げ
て
い
き

た
い
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
『
青
い
森
』
に
至
る
ま
で
の
阿
部
知
二
の
戦
後
小

説
に
つ
い
て
、
視
点
人
物
に
注
意
し
な
が
ら
、
一
通
り
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
ま
だ
殆
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
現
状
な
の
で
、
い
く
ぶ
ん
粗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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雑
な
見
方
に
終
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
止
む
を
得
な
い
。

　
さ
て
、
終
戦
を
故
郷
で
迎
え
た
阿
部
知
二
は
、
昭
和
二
十
五
年
東
京
へ
戻
り
、

再
び
作
家
生
活
に
入
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
前
後
に
、
今
は
顧
み
ら
れ

る
こ
と
も
少
な
い
が
、
相
当
数
の
長
篇
小
説
を
書
い
て
い
る
。
中
に
は
通
俗
小

説
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
よ
う
な
作
品
も
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
作
品
も

な
い
訳
で
は
な
い
。
二
十
二
年
に
は
『
青
葉
』
、
『
わ
か
も
の
』
、
『
う
つ
せ
み
』

の
戦
後
の
地
方
都
市
（
姫
路
）
の
社
会
風
俗
を
描
い
た
三
つ
の
小
説
、
二
十
三

年
に
は
前
年
に
『
新
女
苑
』
に
連
載
さ
れ
た
『
夜
の
人
』
、
二
十
四
年
に
は
好

評
を
受
け
、
文
壇
復
帰
を
確
実
に
し
た
『
黒
い
影
』
（
但
し
こ
れ
は
中
篇
小
説
）
、

短
篇
を
い
く
つ
か
集
め
て
一
つ
の
長
篇
と
し
た
独
特
の
構
成
を
持
つ
『
城
』
、

二
十
五
年
に
は
「
読
売
」
運
載
の
『
生
き
る
た
め
に
』
、
ま
た
『
婦
人
公
論
』

に
連
載
さ
れ
た
『
砂
丘
』
、
上
京
後
の
二
十
六
年
に
は
、
単
行
本
と
な
っ
た
の

は
遅
れ
て
二
十
九
年
だ
が
、
『
沈
黙
の
女
』
が
あ
り
、
二
十
七
年
に
は
『
未
亡

人
』
が
あ
る
。
（
二
十
七
年
で
一
応
区
切
り
を
っ
け
る
の
は
、
翌
年
彼
は
血
の

メ
ー
デ
ー
事
件
の
特
別
弁
護
人
と
し
て
法
廷
に
立
ち
、
以
後
戦
後
の
彼
の
左
傾

と
み
ら
れ
る
現
象
が
急
速
に
目
に
立
ち
だ
す
か
ら
で
あ
る
。
）

　
こ
の
時
期
、
阿
部
知
二
は
短
篇
小
説
も
多
く
書
い
て
お
り
、
す
ぐ
れ
た
作
品

は
む
し
ろ
そ
の
方
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
長
篇
作
家
と
し
て
の
彼
を

問
題
と
し
た
い
。
早
い
も
の
の
中
で
は
、
姫
路
を
舞
台
と
し
た
三
つ
の
作
品
に

は
見
る
べ
き
も
の
は
あ
ま
り
な
い
。
『
夜
の
人
』
は
視
点
人
物
と
い
う
面
で
、



比
較
的
お
も
し
ろ
い
所
が
あ
る
。
戦
後
問
も
な
い
頃
、
あ
る
金
持
ち
の
青
年
の

誕
生
祝
い
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
に
招
か
れ
た
医
者
の
折
田
一
視
点
人
物
一
が
、

そ
の
青
年
の
婚
約
者
の
女
性
と
出
会
い
、
二
人
の
間
の
不
思
議
な
縁
が
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

に
さ
れ
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
の
も
の
だ
が
、
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
と
い
う
現

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

在
の
時
問
に
、
折
田
の
追
憶
と
い
う
形
で
過
去
の
時
問
が
自
在
に
は
さ
み
こ
ま

れ
て
い
て
、
構
図
と
し
て
は
、
華
や
か
な
現
在
が
、
隠
さ
れ
た
過
去
一
山
中
で

の
遭
難
事
故
か
ら
始
ま
り
、
戦
争
中
の
中
国
大
陸
放
浪
一
に
よ
っ
て
崩
壊
し
て

い
く
と
い
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
視
点
人
物
は
折
田
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
追
憶
の
部
は
三
人
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
独
白
的
一
人
称
に
近
く
、
現
在
の
部
分
に
お
い
て
は
、

折
田
は
一
っ
の
鏡
と
し
て
他
の
登
場
人
物
を
映
し
だ
す
媒
介
者
的
役
割
を
果
た

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

し
て
い
る
。
即
ち
、
追
憶
の
部
分
は
一
人
称
・
主
観
的
で
、
心
理
的
リ
ア
リ
テ

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

イ
が
追
求
さ
れ
、
現
在
の
部
分
は
、
三
人
称
・
客
観
的
で
、
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ

と
い
う
杜
交
場
に
集
ま
る
様
々
な
人
間
模
様
　
　
そ
の
中
心
に
戦
後
闇
商
売
で

の
し
あ
が
っ
た
青
年
の
父
の
事
業
失
敗
と
い
う
事
件
が
あ
る
　
　
が
描
き
出
さ

れ
る
。
外
的
な
戦
後
社
会
の
風
俗
批
評
が
そ
こ
で
は
め
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

先
に
視
点
人
物
の
一
人
称
１
１
三
人
称
に
つ
い
て
記
し
た
が
、
こ
の
小
説
で
は

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

そ
れ
が
ま
さ
に
追
憶
と
現
在
の
各
々
の
時
間
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

問
題
は
そ
の
両
方
の
時
問
の
、
か
な
り
御
都
合
主
義
的
な
取
り
扱
い
に
見
ら
れ

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

る
の
で
、
両
者
を
結
ぶ
糸
で
あ
る
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
重
要
な
位
置
を
与
え
ら
れ
な

が
ら
、
殆
ど
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
な
い
一
こ
の
頃
の
彼
の
特
徴
で
あ
る
が
、

ヒ
ロ
イ
ン
が
い
っ
も
謎
め
い
た
神
秘
的
な
粁
情
性
を
帯
び
た
存
在
で
、
男
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

た
ち
ま
ち
夢
中
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
）
こ
と
か
ら
、
追
憶
と
現
在
の
重
な
り
が

偶
然
的
に
し
か
読
者
に
受
け
と
ら
れ
な
い
欠
陥
が
あ
る
。

　
作
品
と
し
て
成
功
し
て
い
る
『
黒
い
影
』
や
『
城
』
に
つ
い
て
は
、
特
に
視

点
人
物
と
い
う
設
定
が
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ

な
い
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
、
『
黒
い
影
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
功
が
視
点

人
物
を
排
除
し
た
主
人
公
の
濃
密
な
心
理
的
リ
ア
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
れ
だ
け
客
観
小
説
的
な
社
会
的
拡
が
り
に
は
欠
け
て
い
る
も

の
の
、
作
品
の
心
理
的
純
一
性
は
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

　
前
記
し
た
作
品
中
、
視
点
人
物
の
効
果
を
巧
み
に
生
か
し
た
長
篇
小
説
と
し

て
は
、
私
は
『
沈
黙
の
女
』
を
第
一
に
挙
げ
た
い
。
風
俗
小
説
的
甘
さ
は
み
ら

れ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
「
歴
史
性
」
の
導
入
に
よ
っ
て
広
い
社
会
的
視
野
が

得
ら
れ
、
作
品
世
界
の
客
観
性
が
確
実
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
も

少
な
く
と
も
七
、
八
人
は
描
き
わ
け
ら
れ
、
時
間
的
に
は
戦
争
を
は
さ
ん
だ
昭

和
の
約
二
十
年
問
、
空
問
的
に
も
満
州
、
中
国
大
陸
に
わ
た
る
、
長
篇
小
説
に

ふ
さ
わ
し
い
結
構
で
あ
る
。

　
視
点
人
物
は
山
辺
勇
作
と
い
う
イ
ン
テ
リ
、
西
洋
史
の
教
師
で
文
明
学
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七



　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

（
文
化
学
院
が
モ
デ
ル
）
の
講
師
を
し
て
い
る
。
彼
の
視
点
か
ら
、
文
明
学
院

を
め
ぐ
る
人
々
、
校
長
の
Ｍ
（
西
村
伊
作
が
モ
デ
ル
）
や
１
画
伯
（
石
井
伯

亭
）
、
Ｙ
女
史
（
与
謝
野
晶
子
）
と
い
っ
た
講
師
の
面
々
、
及
び
そ
の
生
徒
で

あ
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
由
布
波
江
や
岸
野
、
勢
田
、
そ
れ
に
波
江
の
年
長
の
愛
人
で

左
翼
評
論
家
（
の
ち
転
向
す
る
）
の
立
川
精
造
、
波
江
の
兄
で
獄
死
す
る
剛
一

な
ど
の
辿
っ
た
運
命
が
そ
れ
ぞ
れ
に
描
き
だ
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
視
点
人
物
に
よ
る
一
人
称
的
部
分
は
、
主
に
ヒ
ロ
イ
ン
由
布
波
江

を
め
ぐ
る
恋
愛
模
様
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
は
も
っ
と
も
風
俗
小

説
的
甘
さ
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
救
っ
て
い
る
の
が
、
文
明
学
院
（
Ｍ
校

長
）
を
め
ぐ
る
昭
和
史
の
激
動
の
描
出
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
戦
争
と

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
嵐
の
前
で
、
自
由
主
義
教
育
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
文
明
学
院
の

よ
う
な
学
校
は
弾
圧
を
受
け
、
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
学

院
の
辿
っ
た
苛
酷
な
運
命
と
、
由
布
波
江
な
ど
の
人
物
の
辿
っ
た
運
命
が
重
ね

あ
わ
さ
れ
て
、
始
め
て
こ
の
小
説
は
重
厚
な
現
代
史
小
説
と
し
て
の
魅
力
を
持

つ
。
『
夜
の
人
』
で
は
失
敗
し
た
一
人
称
１
－
三
人
称
世
界
の
融
合
が
、
こ
の
小

説
で
は
一
応
の
成
呆
を
お
さ
め
て
い
る
。

二

　
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
二
十
八
年
頃
か
ら
阿
部
知
二
の
小
説
に
は
、
左
傾

的
要
素
が
か
な
り
色
濃
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
以
前
に
も
、
彼
の
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八

説
に
は
社
会
性
歴
史
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
例
え
ば
二
十
八
年
六
月

か
ら
『
婦
人
画
報
』
に
連
載
さ
れ
た
小
説
『
花
と
鎖
』
で
は
、
同
じ
婦
人
雑
誌

連
載
な
が
ら
、
以
前
の
『
夜
の
人
』
や
『
砂
丘
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
特
色
が
、
か
な
り
露
骨
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
華
や
か
な
ブ
ル
ジ

ョ
ア
家
庭
の
一
方
に
、
山
村
工
作
隊
に
入
っ
て
い
く
貧
し
い
家
庭
の
青
年
が
肯

定
的
に
描
か
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
同
じ
二
十
八
年
の
『
人
工
庭
園
』
は
、
や
は
り
杜
会
的
性
格
が
強
い
も
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
、
そ
の
独
特
の
技
法
に
よ
っ
て
好
評
で
あ
っ
た
。
『
花
と
鎖
』
と
い
っ
た
小

説
が
「
全
知
」
の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
四
人
の
人
物

の
視
点
か
ら
、
一
つ
の
事
件
が
描
か
れ
て
い
る
。
或
る
名
門
の
Ｍ
女
子
大
学
の

封
建
的
な
教
育
制
度
に
反
発
し
て
、
女
子
学
生
の
問
か
ら
反
抗
運
動
が
起
き
、

そ
の
過
程
で
出
石
芳
江
と
い
う
、
や
や
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
女
子
学
生
が
自

殺
す
る
。
そ
の
学
生
に
大
な
り
小
な
り
関
係
の
あ
っ
た
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

視
点
か
ら
こ
の
事
件
を
物
語
る
。
一
」
う
し
た
多
視
点
と
い
う
技
法
は
彼
と
し
て

は
初
め
て
の
こ
と
で
、
芥
川
龍
之
介
の
『
藪
の
中
』
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
各
視

点
人
物
の
個
性
や
立
場
の
違
い
に
よ
っ
て
、
一
っ
の
事
件
が
立
体
的
に
浮
き
彫

り
に
さ
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
主
張
が
表
面
に
出
る
こ
と
な
く
、
作
品
と
し
て

成
功
し
て
い
る
。
た
だ
、
四
人
の
人
物
と
も
複
雑
な
内
面
を
持
た
ず
、
ヒ
ロ
イ

ン
の
出
石
芳
江
も
謎
め
い
た
人
物
に
終
始
し
て
い
る
。
視
点
人
物
の
複
数
化
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
作
品
の
客
観
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
の
成



功
は
、
そ
の
意
味
で
『
黒
い
影
』
と
類
似
し
て
い
る
。
三
人
称
的
な
客
観
的
世

界
が
き
り
す
て
ら
れ
た
時
に
、
往
々
彼
の
小
説
は
爽
雑
物
が
な
く
な
っ
て
成
功

す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
阿
部
知
二
と
し
て
は
、
骨
太
な
、
社
会
性
の
強
く
表
現
さ
れ
た
長

篇
小
説
へ
の
夢
は
捨
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
昭
和
三
十
一
年
五
月
か

ら
八
月
に
か
け
て
『
群
像
』
に
連
載
さ
れ
た
『
青
い
森
』
一
同
年
九
月
刊
）
は
、

そ
の
こ
と
を
良
く
物
語
る
長
篇
で
あ
る
。
主
題
的
に
み
て
も
、
こ
れ
は
彼
の
進

歩
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
も
っ
と
も
強
く
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん

ど
傾
向
小
説
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
関
係
す
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
技
法
的
に
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

　
山
原
鹿
一
と
い
う
中
国
か
ら
の
引
き
揚
げ
者
が
一
応
視
点
人
物
で
あ
り
、
彼

が
立
ち
合
い
、
見
聞
き
し
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
は
小
説
中
の

単
な
る
一
登
場
人
物
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
主
人
公
そ
の
も
の
と
し
て
の
位
置

に
立
っ
て
い
る
。
山
原
は
私
生
児
と
い
う
設
定
で
、
兵
隊
と
し
て
中
国
に
い
た

時
に
脱
走
し
、
中
国
人
女
性
に
か
く
ま
わ
れ
て
結
婚
し
、
子
供
も
も
う
け
た
が
、

終
戦
後
の
中
国
共
産
党
の
方
針
で
日
本
へ
帰
国
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
彼
が

昭
和
二
十
九
年
頃
の
日
本
で
労
働
者
と
し
て
働
き
つ
つ
、
様
々
な
杜
会
的
矛
盾

に
触
れ
、
生
長
し
て
い
く
様
が
描
か
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
私
生
児
と
し
て
の

彼
を
取
り
巻
く
親
類
縁
者
一
日
本
の
支
配
的
上
流
階
級
に
属
す
る
）
た
ち
、
神

門
家
、
深
志
野
家
、
安
仁
家
の
人
々
が
そ
れ
と
は
対
照
的
に
描
か
れ
る
。
米
軍

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

基
地
の
問
題
か
ら
、
メ
ー
デ
ー
事
件
、
労
働
運
動
の
こ
と
、
教
育
問
題
等
々
、

実
に
様
々
な
社
会
的
問
題
が
ス
シ
詰
め
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
私
に
は
や
は

り
こ
の
小
説
で
の
視
点
人
物
の
問
題
が
も
っ
と
も
気
に
か
か
る
。

　
視
点
人
物
の
持
つ
機
能
の
一
っ
に
、
批
評
性
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
先
に
記

し
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
読
者
を
直
接
小
説
中
の
人
物
た
ち
と
同
じ
位
置
に
ひ

き
込
む
と
か
、
一
つ
の
視
点
に
よ
っ
て
心
理
的
プ
リ
ズ
ム
の
作
用
が
容
易
と
な

り
、
作
者
自
身
の
主
観
を
込
め
や
す
い
と
か
、
色
々
な
機
能
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
『
沈
黙
の
女
』
に
お
け
る
山
辺
勇
作
の
よ
う
な
、
「
歴
史
の
生
き
証
人
」

的
機
能
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
「
全
知
」
の
立
場
に
対
し
て
、
一
つ
の
視
点

に
の
み
こ
だ
わ
る
と
い
う
の
は
、
小
説
世
界
の
相
対
化
・
限
定
化
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
そ
こ
に
は
作
者
自
身
の
批
評
的
精
神
の
自
覚

が
必
ず
存
在
す
る
。
小
説
世
界
そ
の
も
の
へ
の
批
評
的
自
覚
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
こ
に
書
く
と
い
う
行
為
自
体
に
対
す
る
批
評
的
自
覚
が
生
ま
れ
、
小
説
を
書

く
小
説
家
を
書
く
小
説
、
と
い
っ
た
二
十
世
紀
文
学
的
テ
ー
マ
が
成
立
す
る
こ

と
と
も
な
る
。

　
阿
部
知
二
の
場
合
、
社
会
性
を
も
っ
た
十
九
世
紀
的
本
格
小
説
へ
の
欲
求
が

そ
の
上
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一
」
う
し
た
批
評
的
自
覚
は
と
も
す
れ

ば
見
失
な
わ
れ
や
す
い
の
だ
が
、
こ
の
『
青
い
森
』
の
場
合
は
、
ま
さ
に
そ
の

点
が
問
題
で
あ
る
。
視
点
人
物
が
冷
静
か
つ
客
観
的
に
（
従
っ
て
そ
の
人
物
は

度
々
イ
ン
テ
リ
と
し
て
設
定
さ
れ
る
）
他
の
登
場
人
物
な
り
事
件
な
り
を
観
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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九



　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

せ
ず
、
自
ら
の
思
想
感
情
を
表
現
す
る
の
に
性
急
で
あ
る
場
合
、
そ
の
果
た
す

役
割
は
無
に
等
し
い
。
彼
は
傍
観
者
で
な
い
か
わ
り
に
、
批
評
家
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
当
時
の
批
評
も
大
変
厳
し
く
、
た
と
え
ば
山
本
健
吉
は
、
「
作
者
は
今
日
当

面
し
て
い
る
政
治
的
・
社
会
的
な
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
取
り
あ
げ
、
進
歩
主
義

者
の
善
意
で
テ
ー
マ
を
貫
き
通
し
て
い
る
が
、
極
言
す
れ
ば
『
平
和
論
入
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
』
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
思
っ
た
。
」
と
記
し
、
『
群
像
』
合
評
会
に
お
い

て
も
、
山
室
静
の
発
言
は
痛
烈
で
、
書
き
方
に
も
無
神
経
な
部
分
が
目
立
ち
、

あ
ま
り
に
教
科
書
的
、
し
か
も
表
面
的
教
科
書
に
す
ぎ
な
い
、
と
全
面
否
定
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
一
方
、
こ
の
合
評
会
で
阿
部
知
二
の
擁
護
に
ま
わ
り
、
で
き
る
限

り
、
そ
の
プ
ラ
ス
面
を
ひ
き
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
小
島
信
夫
な
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
。
小
島
信
夫
に
は
「
無
念
の
爪
」
と
題
す
る
、
す
ぐ
れ
て
ユ
ニ
ー
ク
な
阿
部

知
二
論
が
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
作
品
の
テ
ー
マ
に

直
結
し
な
い
「
中
途
半
端
な
と
こ
ろ
」
は
割
に
よ
く
書
け
て
い
る
、
と
評
価
し

な
が
ら
、
大
変
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
「
『
山
原
』
で
な
く
て
『
竹
井
恭
吉
』
を

主
人
公
に
し
て
書
い
て
も
ら
っ
た
ら
、
も
う
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
て
く
る
と

思
う
ん
で
す
が
、
そ
う
で
も
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
」
と
い
う
蕾
言
を
し
て
い

る
。
こ
の
後
、
ま
さ
に
阿
部
知
二
は
、
小
島
の
い
う
よ
う
に
大
学
教
師
の
竹
井

恭
吉
を
主
人
公
（
視
点
人
物
の
意
味
で
）
に
し
て
、
こ
の
作
品
を
全
面
的
に
改

稿
し
、
『
日
月
の
窓
』
と
し
て
完
成
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
の
動
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機
が
、
こ
の
小
島
塞
言
に
あ
っ
た
と
軽
々
に
断
定
は
で
き
な
い
が
、
一
定
の
影

響
は
与
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
そ
の
『
日
月
の
窓
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
未
完
に
終
っ
た
『
捕
囚
』

を
除
け
ば
、
確
か
に
戦
後
の
阿
部
知
二
の
代
表
作
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
熟
成

を
示
し
て
お
り
、
『
青
い
森
』
の
失
敗
を
十
二
分
に
取
り
戻
し
た
作
品
と
言
え

よ
う
。
し
か
も
『
青
い
森
』
刊
行
後
、
僅
か
半
年
ば
か
り
の
三
十
二
年
四
月
か

ら
『
世
界
』
に
連
載
を
開
始
し
て
い
る
　
　
改
作
と
い
っ
て
も
、
登
場
人
物
が

共
通
し
て
い
る
だ
け
で
、
小
説
世
界
と
し
て
は
ま
っ
た
く
新
し
い
　
　
の
で
あ

り
、
こ
の
頃
か
ら
の
阿
部
知
二
の
作
家
的
執
念
の
深
ま
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
登

場
人
物
は
二
十
名
を
超
え
る
が
、
竹
井
恭
吉
を
視
点
人
物
に
据
え
、
神
門
、
深

志
野
、
安
仁
家
の
上
流
支
配
階
級
に
属
す
る
人
々
の
様
々
な
運
命
が
、
戦
争
に

明
け
暮
れ
た
昭
和
の
激
し
い
時
代
の
転
変
の
中
に
描
き
出
さ
れ
、
壮
大
な
現
代

史
小
説
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
姻
戚
関
係
で
つ
な
が
る
財
閥
の
よ
う
な
上
流
支

配
階
級
の
人
々
を
そ
れ
ぞ
れ
に
描
き
分
け
た
手
腕
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

　
こ
の
小
説
の
成
功
の
大
き
な
要
因
と
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
何
よ

り
も
視
点
人
物
に
竹
井
恭
吉
を
置
い
た
こ
と
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
自
身

も
深
志
野
家
の
女
婿
と
し
て
、
神
門
財
閥
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
彼
等
と
は
一

線
を
画
す
立
場
に
あ
っ
て
、
人
々
を
客
観
的
に
観
察
し
う
る
立
場
に
あ
る
。
イ

ン
テ
リ
だ
け
に
作
中
で
交
わ
さ
れ
る
種
々
の
議
論
も
知
的
水
準
が
高
く
、
こ
こ

に
は
従
来
の
通
俗
恋
愛
小
説
的
甘
さ
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
竹
井
と
中
学
の
同



窓
で
小
説
家
と
い
う
設
定
の
浅
山
を
新
し
く
登
場
さ
せ
た
こ
と
も
成
功
で
、
彼

の
シ
ニ
シ
ズ
ム
が
竹
井
の
善
良
さ
、
素
直
さ
か
ら
来
る
単
調
さ
を
救
っ
て
い
る
。

『
青
い
森
』
の
主
人
公
で
あ
っ
た
山
原
鹿
一
も
、
か
つ
て
の
確
信
を
持
っ
た
進

歩
主
義
者
ぶ
り
か
ら
、
こ
の
『
日
月
の
窓
』
で
は
酒
び
た
り
の
破
滅
型
の
人
間

へ
と
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
。

　
更
に
、
技
法
的
な
特
徴
と
し
て
、
写
真
帳
を
巧
み
に
使
っ
て
い
る
点
も
見
逃

　
　
　
¢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

が
せ
な
い
。
竹
井
自
身
は
終
章
を
除
い
て
は
全
く
行
動
す
る
こ
と
な
く
　
部
屋

の
縁
側
で
写
真
を
次
々
に
見
て
は
、
様
々
な
回
想
に
耽
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
点
、
『
沈
黙
の
女
』
の
山
辺
勇
作
同
様
、
「
歴
史
の
生
き
証
人
」
的
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
の
違
い
は
、
主
に
、
時
間
の
秩
序
の
取
り
扱

い
に
見
ら
れ
る
と
思
う
。
『
沈
黙
の
女
』
で
は
歴
史
の
進
行
通
り
に
、
時
問
が

描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
『
日
月
の
窓
』
で
は
自
由
自
在
に
時
問
が
流
れ
て
い

る
。
現
在
の
時
点
は
昭
和
三
十
年
頃
、
古
く
は
大
正
二
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、

主
と
し
て
昭
和
十
年
代
の
事
柄
を
中
心
に
、
戦
後
に
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
竹
井
恭
吉
の
自
由
な
連
想
の
移
り
変
わ
り
に
よ
っ
て
、
過
去
か
ら

過
去
へ
と
迷
路
を
さ
ま
よ
い
歩
く
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
一
方
、

い
わ
ゆ
る
意
識
の
流
れ
小
説
と
は
違
っ
て
、
客
観
的
歴
史
と
他
者
像
は
、
彼
の

意
識
と
は
か
か
わ
り
な
く
第
三
人
称
的
に
描
写
さ
れ
、
竹
井
は
視
点
人
物
の
枠

を
は
み
だ
す
こ
と
は
な
い
。
各
々
の
写
真
に
よ
っ
て
よ
み
が
え
る
世
界
そ
れ
自

体
は
客
観
的
性
質
の
も
の
で
、
た
だ
そ
れ
が
竹
井
の
主
観
に
よ
っ
て
バ
ラ
バ
ラ

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

に
組
み
合
わ
さ
れ
、
内
部
的
時
間
の
自
然
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
み
だ
し
て
い
る
。

視
点
人
物
小
説
の
持
っ
一
人
称
上
二
人
称
的
な
、
主
観
１
１
客
観
小
説
の
特
色
が

み
ご
と
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
視
点
人
物
の
竹
井
恭
吉
に
つ
い
て
、
今
一
つ
重
要
な
点
を
指
摘

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
こ
の
人
物
に
は
作
者
阿
部
知
二
自
身

の
「
私
」
的
な
要
素
が
、
大
変
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

三
章
で
延
々
と
描
か
れ
て
い
る
徴
用
に
よ
る
竹
井
の
ジ
ャ
ワ
体
験
は
、
彼
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
小
説
に
お
い
て
も
様
々
に
描
か
れ
て
い
て
、
作
家
自
身
の
体
験
を
率
直
に
踏

ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
四
章
で
の
生
い
立
ち
の
記
憶
（
出
雲
か
ら
姫
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
一
の
反
甥
も
、
阿
部
自
身
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ジ
ャ
ワ
徴

用
か
ら
帰
っ
て
き
た
後
、
上
海
の
Ｓ
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
戦
後
、
血
の
メ
ー

デ
ｉ
事
件
で
特
別
弁
護
人
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
、
す
べ
て
阿
部
自
身
の
体
験

を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
一
更
に
言
え
ば
、
『
日
月
の
窓
』

は
雑
誌
初
出
と
単
行
本
と
の
間
に
若
干
の
相
異
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
初
出
で

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
竹
井
は
国
史
学
者
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
単
行
本
で
は
英
文
学
者
に
改
訂
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
も
竹
井
を
作
者
に
近
づ
け
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
）

　
こ
の
こ
と
は
作
者
も
気
に
し
て
い
て
、
単
行
本
の
「
あ
と
が
き
」
で
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
　
た
だ
し
、
こ
の
小
説
は
、
私
自
身
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
は
な

い
。
前
に
書
い
た
姉
妹
作
『
青
い
森
』
（
労
働
者
を
書
こ
う
と
し
て
、
成
功
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一



　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

お
さ
め
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
）
の
中
と
同
じ
人
物
が
十
数
人
出
て
お
り
、

こ
の
主
人
公
竹
井
も
、
そ
の
共
通
の
人
物
の
ひ
と
り
で
し
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
す
べ
て
の
人
物
は
、
現
存
既
存
の
い
か
な
る
人
に
も
か
か
わ
り
な
く
、
す

べ
て
私
の
仮
説
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
井
の
年
齢
も
、
私
自
身
よ
り
も
七
、
八
年

は
若
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
私
と
異
っ
た
人
問
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
わ
け
に
な
る
。
」

　
確
か
に
、
従
来
の
彼
の
小
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
種
の
視
点
人
物
は
比
較
的

作
者
に
近
い
イ
ン
テ
リ
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
の
、
意
図
的
に
作

者
と
は
異
な
る
設
定
が
な
さ
れ
て
い
た
。
「
あ
と
が
き
」
は
『
日
月
の
窓
』
以

前
の
小
説
に
は
あ
て
は
ま
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
や
は
り
違
っ
て
い
る
。

　
こ
の
視
点
人
物
に
作
者
の
く
私
Ｖ
の
反
映
が
見
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
評

価
は
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
く
、
む
し

ろ
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
い
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
日
本
の
私
小
説
と
西
欧
の
心
理
小
説
と
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
て
き
た
」
と

い
う
阿
部
知
二
に
と
っ
て
、
〈
私
Ｖ
を
ま
っ
た
く
無
化
し
、
す
べ
て
を
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
書
く
と
い
う
方
法
に
は
、
や
は
り
馴
染
め
な
い
も
の
が
あ
っ
た

は
ず
で
、
視
点
人
物
小
説
と
い
う
技
法
も
、
そ
の
あ
た
り
と
関
係
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
『
日
月
の
窓
』
に
お
い
て
、
視
点
人
物
に
作
者
の
く
私
Ｖ
の
反

映
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
作
品
世
界
全
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
高
め
る
も
の
で
は

あ
っ
て
も
、
損
な
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
、
こ
こ
に
お
い
て
、
阿
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部
知
二
が
く
私
Ｖ
と
視
点
人
物
の
同
一
化
を
は
か
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
と
の
方

が
興
味
深
い
。

　
以
上
、
視
点
人
物
を
中
心
に
『
日
月
の
窓
』
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
作
品
に

も
欠
点
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
問
題
な
の
は
、
竹
井
の
視
点
で
眺
め

ら
れ
て
い
る
神
門
清
造
と
深
志
野
安
之
の
二
人
の
中
心
人
物
が
や
は
り
説
明
的

で
実
感
を
伴
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
、
そ
れ
よ
り
一
世
代
下
の
人
々
は
そ
れ
な

り
に
描
け
て
い
る
の
に
、
こ
う
し
た
支
配
的
上
流
階
級
に
属
す
る
財
閥
一
族
の

中
心
人
物
を
描
く
の
は
、
こ
の
小
説
を
も
っ
て
し
て
も
な
お
十
分
な
リ
ア
リ
テ

ィ
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

三

　
『
日
月
の
窓
』
の
あ
と
、
約
二
年
の
歳
月
を
は
さ
ん
で
次
に
書
か
れ
た
長
篇

が
『
白
い
塔
』
で
あ
る
。
三
十
六
年
六
月
か
ら
『
世
界
』
に
連
載
さ
れ
、
翌
年

十
二
月
に
完
結
し
た
あ
と
、
全
面
的
に
手
を
入
れ
ら
れ
て
、
約
一
年
後
の
三
十

八
年
の
十
一
月
に
単
行
本
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
十
八
年
に
は
、
一
月
か
ら

次
の
長
篇
『
裂
氷
』
の
連
載
が
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
頃
の
阿
部
知
二
に

は
気
力
体
力
と
も
に
充
実
す
る
所
が
あ
っ
た
。

　
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
『
白
い
塔
』
は
、
昭
和
三
十
年
代
初
頭

に
社
会
的
政
治
的
事
件
と
な
っ
た
教
科
書
問
題
を
、
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
た
、

き
わ
め
て
ア
ク
チ
ュ
ァ
ル
な
意
義
を
持
っ
小
説
で
あ
る
。
既
に
『
お
ぼ
ろ
夜
の



話
』
や
『
人
工
庭
園
』
、
ま
た
『
青
い
森
』
な
ど
、
そ
れ
な
り
の
ア
ク
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
を
持
つ
小
説
を
書
い
て
き
た
阿
部
で
あ
る
が
、
教
科
書
問
題
と
い
っ
た

実
に
複
雑
な
　
　
教
育
問
題
で
あ
る
よ
り
ま
ず
政
治
問
題
で
あ
っ
た
　
　
テ
ー

マ
に
ど
う
し
て
こ
の
段
階
で
取
り
組
も
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
の
詳
し

い
事
情
に
触
れ
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
避
け
て
お
き
た
い
。
最
初
に
記
し
た
よ
う

に
、
改
稿
と
視
点
人
物
の
関
係
に
し
ぼ
っ
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
雑
誌
初
出
と
単
行
本
と
で
は
、
全
体
で
百
枚
近
く
も
が
削
除
さ
れ
、
視
点
も

一
つ
と
な
り
、
女
性
関
係
（
野
路
信
子
を
め
ぐ
る
一
も
相
当
簡
潔
に
さ
れ
て
い

る
の
で
、
改
稿
に
よ
っ
て
基
本
的
に
作
品
と
し
て
は
要
ま
っ
た
も
の
に
な
っ
た

と
評
価
で
き
る
。
視
点
人
物
に
つ
い
て
み
る
と
、
雑
誌
初
出
に
お
い
て
は
、
教

科
書
会
杜
の
杜
員
の
北
牧
、
及
び
そ
の
教
科
書
編
集
の
貢
任
者
で
歴
史
専
攻
の

大
学
教
師
、
広
井
の
二
人
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
『
世
界
』
で
は
全
部

で
一
節
か
ら
三
十
一
節
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
節
毎
に
視
点
人
物
が
北
牧
、
広

井
と
入
れ
代
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
単
行
本
に
お
い
て
は
、
北
牧
一
人
の
視
点
に

変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
先
に
引
用
し
た
「
魅
力
あ
る
人
問
像
」
で
は
、

初
稿
は
全
知
の
視
点
と
い
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
二
人
で
あ
る
。
一

　
『
日
月
の
窓
』
で
い
っ
た
ん
成
功
を
収
め
た
竹
井
恭
吉
の
よ
う
な
視
点
人
物

を
用
い
ず
、
何
故
最
初
に
二
人
一
北
牧
、
広
井
）
の
視
点
か
ら
書
こ
う
と
し
た

の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ま
た
後
で
北
牧
一
人
に
変
え
た
の
か
、
作
者
自
身
の
説

明
は
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
小
説
に
お
け

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

る
ア
ク
チ
ュ
ァ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
推
測
が

つ
く
。
『
日
月
の
窓
』
に
は
歴
史
的
視
点
と
い
う
安
定
し
た
位
置
が
あ
っ
た
が
、

『
白
い
塔
』
に
は
そ
れ
は
保
証
さ
れ
ず
、
一
人
の
視
点
で
描
き
き
る
こ
と
に
困

難
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
初
出
の
作
品
に
即
し
て
み
る
と
、
こ
の
二

人
は
視
点
人
物
と
限
定
し
う
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
問
題
の

渦
中
に
呑
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
心
理
状
態
が
、
女
性
問
題
も
か
ら
ん
で
克
明

に
追
求
さ
れ
て
い
る
。
特
に
北
牧
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
重
圧
に
耐
え
か
ね
、

酒
色
に
は
し
る
破
滅
的
タ
イ
プ
と
し
て
綿
々
と
そ
の
内
面
的
苦
悩
が
描
か
れ
て

い
る
。
広
井
の
方
は
従
来
手
馴
れ
た
タ
イ
プ
だ
け
に
欠
点
は
目
立
た
な
い
が
、

北
牧
の
方
は
視
点
人
物
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　
改
稿
さ
れ
た
あ
と
で
は
、
北
牧
の
性
格
破
産
的
な
面
は
か
な
り
薄
め
ら
れ
、

北
牧
、
広
井
よ
り
も
他
の
登
場
人
物
の
方
が
良
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
一
つ
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
野
路
信
子
で
あ
る
。
初
出
で
は
夫
を
戦
争
で
亡
く
し

た
未
亡
人
と
い
う
設
定
で
、
は
じ
め
北
牧
と
関
係
、
の
ち
に
広
井
を
誘
惑
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、

破
滅
へ
ひ
き
ず
り
こ
む
の
だ
が
、
単
行
本
で
は
夫
は
兄
と
変
更
さ
れ
、
広
井
と

の
関
係
は
ぼ
や
か
さ
れ
た
ま
ま
、
北
牧
と
も
一
夜
を
共
に
す
る
だ
け
で
、
初
出

の
妖
婦
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
ま
っ
た
く
消
滅
し
て
い
る
。

　
今
一
人
、
こ
の
人
物
の
方
が
よ
り
興
味
を
ひ
く
が
、
単
行
本
で
深
木
康
久
と

名
づ
け
ら
れ
た
人
物
が
い
る
。
初
出
で
は
Ｆ
氏
と
し
か
記
さ
れ
ず
、
わ
ず
か
数

カ
所
に
登
場
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
単
行
本
に
お
い
て
は
、
き
わ
め
て
印
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の
方
法
・
試
論

象
的
な
老
残
の
硬
骨
学
者
と
し
て
随
所
に
描
か
れ
、
生
彩
を
放
っ
て
い
る
。
改

稿
の
過
程
で
作
者
は
特
に
こ
の
人
物
に
興
味
を
持
っ
た
と
見
え
て
、
別
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

人
物
を
用
い
て
異
色
の
短
篇
、
「
い
た
ち
の
国
」
を
書
い
て
い
る
く
ら
い
で
あ

る
。
そ
し
て
、
私
は
、
こ
の
人
物
に
も
、
作
家
の
く
私
Ｖ
の
投
影
が
み
ら
れ
る

点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
頑
固
な
ま
で
の
政
治
的
信
念

に
よ
っ
て
、
世
間
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
、
潮
笑
さ
れ
、
娘
に
は
自
殺
さ
れ
て
し
ま

う
敗
残
者
的
イ
ン
テ
リ
な
の
だ
が
、
作
者
自
身
、
こ
の
前
後
に
は
世
間
（
な
い

し
文
壇
）
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
眼
で
見
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
人
物

の
造
型
に
よ
っ
て
、
『
白
い
塔
』
は
単
に
教
科
書
問
題
を
扱
っ
た
社
会
小
説
を

脱
け
で
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
改
稿
に
よ
っ
て
視
点
人
物
の
位
置
が
定
ま
り
、

安
定
し
て
く
る
と
、
こ
の
よ
う
に
成
功
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

視
点
人
物
北
牧
に
は
竹
井
恭
吉
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
作
者
の
自
我
の
投
影
は
な

い
が
、
か
わ
っ
て
Ｆ
氏
・
深
木
康
久
に
そ
れ
ら
し
い
面
影
が
見
え
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
も
は
や
与
え
ら
れ
た
枚
数
も
超
え
て
い
る
の
で
、
『
裂
氷
』
と
『
捕

囚
』
に
っ
い
て
は
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
し
か
な
い
。
こ
こ

で
の
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
『
裂
氷
』
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
視
点
人
物

た
る
駒
木
久
作
が
設
定
さ
れ
、
竹
井
恭
吉
な
ど
と
良
く
似
た
役
割
を
果
た
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
改
稿
し
た
『
捕
囚
』
に
お
い
て
は
、
作
者
は
、

視
点
人
物
と
い
う
枠
そ
の
も
の
を
撤
廃
し
て
し
ま
い
、
主
人
公
に
よ
る
独
白
的
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一
人
称
体
へ
と
、
決
定
的
と
も
い
え
る
変
更
を
あ
え
て
行
な
っ
て
い
る
点
に
あ

る
。
『
冬
の
宿
』
を
別
に
す
れ
ば
、
彼
の
長
篇
に
お
い
て
、
『
捕
囚
』
の
よ
う
な

内
的
独
白
体
が
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
た
例
は
他
に
な
い
。
そ
の
最
後
の
小
説
に

お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
彼
と
し
て
は
大
胆
な
技
法
的
変
革
が
試
み
ら
れ
た
の
は

何
故
か
、
ど
う
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
分
析
が
ど
う
し
て

も
必
要
課
題
と
な
る
。
『
裂
氷
』
に
し
ろ
『
捕
囚
』
に
し
ろ
、
主
人
公
園
伸
一

が
哲
学
者
三
木
清
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
し

か
し
、
作
者
阿
部
知
二
と
三
木
清
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で

く
わ
し
く
触
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
彼
が
三
木
清
を
モ
デ
ル
と
し
た
小

説
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
最
初
に
『
裂
氷
』
（
３
８
・
１
－
１
２
『
文
芸
』
連
載
）

を
書
き
、
ま
た
そ
れ
を
大
幅
に
改
稿
し
て
『
捕
囚
』
（
４
６
・
８
－
４
８
・
５
『
文

芸
』
連
載
、
４
８
・
７
刊
）
を
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
内
的
必
然
性
と
い
っ
た

も
の
に
つ
い
て
、
主
に
考
え
て
み
た
い
。

　
『
裂
氷
』
に
お
け
る
視
点
人
物
・
駒
木
久
作
は
、
園
伸
一
の
同
郷
の
後
輩
で
、

取
り
巻
き
の
一
人
で
は
あ
る
が
、
彼
と
は
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の

小
説
で
、
し
か
し
、
も
っ
と
も
存
在
感
が
な
い
の
は
、
こ
の
人
物
で
あ
る
。

『
白
い
塔
』
の
雑
誌
初
出
で
は
、
視
点
人
物
が
む
し
ろ
主
人
公
に
近
い
形
で
扱

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
、
駒
木
久
作
に
は
内
面
的

な
個
性
が
さ
し
て
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
あ
ま
り
に
無
色
透
明
な
の
で
あ
る
。

彼
が
歴
史
的
証
人
と
い
う
の
な
ら
ば
そ
れ
で
も
い
い
が
、
こ
の
小
説
で
扱
わ
れ



て
い
る
の
は
、
昭
和
十
五
年
か
ら
敗
戦
へ
か
け
て
の
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
っ

と
も
痛
苦
に
満
ち
た
時
代
で
あ
り
、
園
も
ま
た
そ
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
。
園

と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
駒
木
の
内
面
に
は
　
　
女
性
問
題
も
か
ら
ん
で
　
　
、

も
っ
と
屈
折
に
み
ち
た
複
雑
な
思
い
が
当
然
あ
る
べ
き
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
見

ら
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
駒
木
は
園
に
対
し
て
単
に
傍
観
者
で
あ
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
視
点
人
物
小
説
の
限
界
が
は
っ
き
り
現
わ
れ
る
。
歴
史
的
証
人
と
い

う
場
合
を
除
い
て
、
彼
が
た
だ
の
傍
観
的
観
察
者
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
の

存
在
理
由
は
無
い
と
い
っ
て
よ
い
。
視
点
人
物
は
単
な
る
技
法
的
役
割
を
果
た

す
だ
け
で
い
い
の
で
は
な
い
。
彼
自
身
が
そ
れ
な
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
な

け
れ
ば
、
単
な
る
傍
観
者
に
転
落
し
て
し
ま
う
。
『
沈
黙
の
女
』
に
お
け
る
山

辺
勇
作
は
、
歴
史
の
証
人
的
立
場
に
あ
っ
た
と
言
え
る
し
、
『
日
月
の
窓
』
の

竹
井
恭
吉
は
、
作
者
自
身
の
く
私
Ｖ
の
投
影
に
よ
っ
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
得
る

こ
と
が
で
き
、
『
白
い
塔
』
の
北
牧
も
ま
た
、
己
れ
の
自
我
一
主
体
性
一
を
持

っ
て
、
教
科
書
問
題
の
重
圧
の
中
を
生
き
の
び
て
い
く
こ
と
で
一
応
そ
れ
を
保

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
比
べ
る
と
、
『
裂
氷
』
の
駒
木
の
存
在
感
の
稀
薄
さ
は

否
め
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
阿
部
知
二
自
身
、
生
前
の
三
木
清
と
は
親
交
が
あ

り
、
彼
に
対
す
る
種
々
の
思
い
は
相
当
深
く
重
い
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
を
託
す
る
に
は
、
駒
木
久
作
は
あ
ま
り
に
軽
す
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

　
　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

　
単
な
る
歴
史
小
説
で
も
な
く
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
杜
会
小
説
で
も
な
く
、
作

者
自
身
が
も
っ
と
も
良
く
生
き
た
と
思
わ
れ
る
昭
和
十
年
代
を
舞
台
と
し
、
そ

の
時
代
を
象
徴
す
る
よ
う
な
、
一
筋
縄
で
は
と
て
も
い
き
そ
う
に
な
い
哲
学
者
、

三
木
清
を
主
人
公
と
す
る
小
説
を
構
想
す
る
時
、
従
来
の
視
点
人
物
に
よ
る
描

写
に
は
ど
う
し
て
も
限
界
の
あ
る
こ
と
を
、
『
裂
氷
』
稿
了
後
の
時
点
で
、
作

者
は
強
く
実
感
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
、
彼

は
視
点
人
物
の
枠
を
取
り
払
い
、
思
い
き
っ
て
園
を
主
人
公
に
据
え
、
独
特
の

一
人
称
独
白
体
を
駆
使
し
て
、
『
捕
囚
』
を
書
く
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
『
捕
囚
』
と
い
う
小
説
は
、
確
か
に
歴
史
小
説
で
も
な
く
、
社
会
小
説
で
も

な
く
、
モ
デ
ル
小
説
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
要
素
を
す
べ
て
含
み
な
が
ら
、
そ

れ
を
超
え
た
所
が
あ
る
。
一
種
の
象
徴
小
説
と
い
っ
て
い
い
の
だ
が
、
そ
の
秘

密
を
分
析
す
る
に
は
よ
り
本
格
的
な
作
品
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
一
端
に
触
れ
て
お
く
し
か
な
い
。

　
先
に
こ
の
小
説
で
は
、
視
点
人
物
は
作
者
に
よ
っ
て
撤
廃
さ
れ
た
と
記
し
た

が
、
む
し
ろ
正
し
く
は
、
主
人
公
園
伸
一
に
そ
れ
は
二
重
に
重
ね
ら
れ
た
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
作
家
の
内
部
で
分
裂
し
て
い
た
視
点
人
物
と
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

人
公
と
の
裂
け
目
は
こ
こ
で
縫
い
あ
わ
さ
れ
、
主
人
公
に
し
て
視
点
人
物
と
い

う
視
角
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
事
柄
、
登
場
人
物
は
園
の
眼
か
ら
観

察
さ
れ
、
手
厳
し
く
批
評
さ
れ
、
同
時
に
、
彼
の
内
面
の
深
層
意
識
が
そ
れ
に

オ
ー
ヴ
ァ
ー
．
ラ
ッ
プ
さ
れ
て
、
無
意
識
・
夢
・
幻
想
の
世
界
が
く
り
広
げ
ら
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れ
る
。
い
わ
ば
、
外
面
も
内
面
も
、
客
観
も
主
観
も
一
人
の
人
物
に
よ
っ
て
隈

な
く
凝
視
さ
れ
、
描
写
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
あ
の
一
種

独
特
な
饒
舌
体
風
の
一
人
称
独
白
体
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
私
は
『
冬
の
宿
』
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
『
冬

の
宿
』
に
お
け
る
「
私
」
も
、
ま
た
視
点
人
物
に
し
て
主
人
公
的
存
在
で
は
な

か
っ
た
か
。
そ
こ
で
は
一
見
、
霧
島
嘉
門
と
ま
つ
子
の
夫
婦
が
真
の
主
人
公
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

よ
う
に
受
け
と
ら
れ
や
す
い
け
れ
ど
も
、
竹
松
良
明
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、

「
ま
つ
子
も
嘉
門
も
つ
い
に
く
私
Ｖ
に
と
っ
て
の
他
者
で
は
な
く
な
り
、
す
べ

て
は
く
私
Ｖ
の
心
内
に
収
束
さ
れ
」
て
い
る
限
り
、
や
は
り
「
私
」
を
主
人
公

と
み
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
冬
の
宿
』
の
「
私
」
は
ま
だ
未

熟
な
青
年
に
過
ぎ
ず
、
霧
島
夫
婦
に
ひ
き
ず
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
印
象
が
あ
り
、

真
の
主
人
公
と
し
て
の
脆
弱
さ
は
残
っ
て
い
る
が
、
『
捕
囚
』
に
お
け
る
「
わ

た
く
し
」
は
、
既
に
『
冬
の
宿
』
の
「
私
」
と
霧
島
夫
婦
と
を
一
体
化
し
た
観

の
あ
る
「
わ
た
く
し
」
１
－
主
人
公
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
冬
の
宿
』
の
分

裂
の
代
わ
り
に
融
合
が
あ
り
、
統
一
が
あ
る
。
精
神
と
肉
体
、
意
識
と
行
動
、

内
と
外
と
の
分
裂
は
、
「
わ
た
く
し
」
の
生
の
内
的
な
意
識
の
流
れ
　
　
こ
こ

で
も
時
間
は
内
的
リ
ズ
ム
に
従
っ
て
自
由
自
在
に
流
れ
、
解
放
感
に
み
ち
て
い

る
　
　
の
中
に
お
い
て
克
服
さ
れ
よ
う
と
し
、
死
の
恐
怖
そ
の
も
の
さ
え
そ
こ

で
は
乗
り
こ
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
（
未
完
に
終
っ
た
た
め
判
然
と
し
て

い
る
訳
で
は
な
い
が
）
。
『
冬
の
宿
』
の
「
私
」
が
竹
松
氏
の
言
う
よ
う
に
芸
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六

家
に
近
い
と
す
れ
ば
、
『
捕
囚
』
の
「
わ
た
く
し
」
は
む
し
ろ
宗
教
者
に
近
い
。

素
朴
な
感
想
で
し
か
な
い
が
、
阿
部
知
二
の
晩
年
に
達
し
た
心
境
の
深
さ
は
、

十
分
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
く
り
返
し
て
言
う
が
、
視
点
人
物
の
存
在
意
義
ま
で
が
、
こ
の
『
捕
囚
』
で

失
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
主
人
公
が
視
点
人
物
と
同
化
し
た
こ
と
で
、
自
分

の
無
意
識
的
な
夢
・
幻
想
の
世
界
を
自
由
に
表
現
し
、
深
層
心
理
に
ひ
そ
む

　
　
　
　
　
　
＠

”
死
と
よ
み
が
え
り
〃
の
願
望
を
シ
ン
ボ
リ
カ
ル
に
描
き
だ
す
こ
と
に
成
功
し

た
一
方
、
そ
こ
に
は
、
周
囲
の
客
観
的
状
況
・
歴
史
的
現
実
に
対
す
る
、
厳
し

い
批
判
の
眼
も
同
時
に
光
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
視
点
人
物
的
意
識
が
な
け
れ

ば
、
こ
の
小
説
は
、
あ
る
い
は
自
己
閉
鎖
的
な
”
意
識
の
流
れ
〃
小
説
に
終
っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
観
察
性
、
批
判
性
に
よ
っ
て
、
同
時
に
客
観
的
社

会
（
ま
た
は
歴
史
）
小
説
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
、
今
一
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
中
野
好
夫
も
述
べ

　
　
　
　
　
＠

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
視
点
人
物
で
も
あ
り
、
主
人
公
で
も
あ
る
園
伸
一
に
、

同
時
に
作
者
阿
部
知
二
自
身
の
く
私
Ｖ
の
面
影
が
強
く
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
詳
説
は
避
け
る
が
、
小
説
中
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
ジ
ャ
ワ

体
験
は
、
モ
デ
ル
の
三
木
清
の
も
の
で
は
な
く
（
彼
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
徴
用
）
、

作
者
自
身
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
中
野
好
夫
の
言
う
と
お
り
で
、
さ
ら
に
園
伸

一
が
度
々
襲
わ
れ
る
神
秘
的
な
幻
覚
・
夢
な
ど
の
内
的
イ
メ
ー
ジ
も
、
い
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

も
作
者
ら
し
い
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
日
月
の
窓
』
の
視
点
人
物
、
竹



井
恭
吉
や
、
『
白
い
塔
』
の
深
木
康
久
に
作
者
の
く
私
Ｖ
が
投
影
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
先
に
記
し
た
が
、
今
や
そ
れ
が
拡
大
さ
れ
て
、
園
伸
一
に
ま
で
作
者
の

自
己
投
射
が
及
ぶ
に
至
っ
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
私
は
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
す
べ
き
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
は
視
点
人
物
１
－
主
人
公
の
融
合
・
統
一
に
不
可
欠
の
条
件
で
は
な

か
っ
た
か
、
と
考
え
た
い
。
視
点
人
物
と
主
人
公
と
の
分
裂
、
そ
の
固
定
化
は
、

や
は
り
作
者
自
身
の
自
己
分
裂
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
者
が
そ
の

分
裂
の
止
揚
を
志
向
す
る
時
、
作
者
の
く
私
Ｖ
も
生
命
的
な
自
我
と
し
て
、
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

品
の
中
に
再
生
を
要
求
す
る
。
し
か
も
そ
れ
を
、
時
代
の
典
型
と
し
て
描
き
だ

そ
う
と
試
み
る
時
、
モ
デ
ル
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
え
た
小
説
、
い

い
か
え
れ
ば
作
者
自
身
の
く
私
Ｖ
を
も
象
徴
す
る
小
説
と
し
て
、
『
捕
囚
』
が

誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
晩
年
に
至
っ
て
、
こ
の
作
者
が
く
私
Ｖ
の
作
晶
中
へ
の

投
影
を
怖
れ
ず
、
モ
デ
ル
で
あ
る
三
木
清
の
人
間
像
の
中
に
、
大
胆
に
そ
れ
を

投
げ
か
け
る
に
至
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
む
し
ろ
大
変
興
味
深
い
の

で
あ
る
。

注
○
　
以
上
の
視
点
人
物
論
が
大
変
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
筆
者
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
。

　
一
般
論
と
し
て
は
、
も
っ
と
精
密
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
発
生
、
機
能
、
代

　
表
作
の
分
析
等
々
。
ま
た
、
語
り
手
と
視
点
人
物
と
の
差
異
な
ど
、
問
題
は
非
常
に

　
複
雑
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
以
下
の
論
旨
に
必
要
と
お
も
わ
れ
る
程
度
に
し
か
、
触

　
　
　
　
阿
部
知
二
に
お
け
る
小
説
の
方
法
・
試
論

　
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

　
　
昭
・
３
９
・
１
２
・
６
「
毎
日
新
聞
」
。

　
　
昭
・
２
８
・
９
『
詳
像
』
合
評
会
一
武
田
泰
淳
、
花
田
清
輝
、
中
村
光
夫
）
。
こ
こ

　
で
の
武
田
泰
淳
の
発
言
は
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深
い
。
平
野
謙
も
、
当
時
の
文
芸
時
評

　
で
賞
賛
の
言
葉
を
送
っ
て
い
る
一
平
野
謙
『
文
芸
時
評
山
』
河
出
書
房
新
社
）
。

＠
　
昭
・
３
１
・
７
・
２
１
「
朝
日
新
聞
」
文
芸
時
評
。

＠
　
昭
・
３
１
・
９
『
群
像
』
合
評
会
一
山
本
健
吉
、
山
室
静
、
小
島
信
夫
）
。

＠
　
昭
・
３
５
・
２
『
新
選
現
代
日
本
文
学
全
集
９
』
所
収
。

¢
　
こ
の
写
真
の
技
法
に
つ
い
て
は
、
中
村
真
一
郎
に
、
ハ
ク
ス
レ
イ
『
ガ
ザ
に
盲
い

　
て
』
と
の
関
連
性
の
指
摘
が
あ
る
一
『
昭
和
文
学
研
究
』
１
５
集
、
「
戦
後
文
学
と
私
」
）
。

＠
拙
稿
「
阿
部
知
二
と
ジ
ャ
ワ
徴
用
体
験
」
一
『
帝
塚
山
大
学
紀
要
第
２
３
輯
』
昭
．
６
１

　
・
１
２
）
参
照
。

　
　
小
説
「
か
げ
」
（
『
緑
衣
』
昭
・
２
３
・
６
所
収
）
な
ど
参
照
。

＠
　
『
日
月
の
窓
』
あ
と
が
き
。

◎
　
昭
・
３
７
・
１
０
『
文
学
界
』
。
こ
の
両
者
の
関
連
性
は
、
黒
井
千
次
が
指
摘
し
て
い

　
る
一
全
集
第
八
巻
解
説
）
。

＠
　
竹
松
良
明
「
『
冬
の
宿
』
論
　
　
ま
つ
子
を
め
く
る
試
論
」
一
『
昭
和
文
学
研
究
』

　
２
１
集
、
平
・
２
・
７
）
。

＠
　
阿
部
知
二
「
死
と
よ
み
が
え
り
」
（
『
風
景
』
昭
・
４
２
・
６
）
。
な
お
、
『
捕
囚
』
に

　
お
け
る
こ
の
種
の
宗
教
的
死
生
観
に
直
接
触
れ
た
も
の
に
、
瀬
沼
茂
樹
『
日
本
文
学

　
全
集
６
１
巻
　
阿
部
・
芹
沢
集
』
解
説
（
昭
・
４
９
・
４
一
が
あ
る
。
こ
の
解
説
は
戦
後

　
の
長
篇
小
説
に
っ
い
て
一
通
り
目
配
り
の
き
い
た
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
文
献
で
、
拙

　
稿
と
論
旨
が
重
な
る
部
分
が
い
く
つ
か
あ
る
。
一
々
は
注
記
し
な
か
っ
た
。

＠
　
中
野
好
夫
「
阿
部
知
二
・
人
と
そ
の
仕
事
と
」
一
『
世
界
』
昭
・
４
８
・
８
、
の
ち

　
『
中
野
好
夫
集
８
巻
』
所
収
一
。

＠
　
中
鳥
健
蔵
が
く
り
か
え
し
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
（
「
阿
部
知
二
と
わ
た
く
し
」

　
『
文
芸
』
昭
・
４
８
・
７
一
。

一
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