
ず
る
巨
視
的
な
論
が

物
等
に
よ
っ
て
「
舞

う
に
な
り
、
ま
た
、

資
料
と
な
る
「
独
逸

小
説
」
の
方
向
で
考

し
か
し
「
舞
姫
」

ふ
る
書
」、「
国
民
新

は
じ

森

外
「
舞
姫
」

か
で
も
長
い
間
支
配

せ
る
、「
私
小
説
」
的

つ
て
そ
こ
に
明
治
と

森

外
森

出
さ
れ
た
も
の
の
、
昭
和
一
〇
年
頃
か

姫
」
前
後
の

外
個
人
の
事
情
が
ぼ
つ

第
一
次
岩
波
版
全
集
の
刊
行
に
よ
っ
て

日
記
」
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
を
う
け
て

え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

は
、

外
自
身
が
「
我
稗
」（「
再
び

聞
」
明
治
二
三
年
四
月
二
八
日
｜
五
月

め
に

に
は
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な

的
で
あ
っ
た
の
は
、

外
の
私
生
活
と

な
観
点
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。
｜
｜

い
う
時
代
を
反
映
し
て
、「
近
代
的
自

「
舞
姫
」
試
論

外
「
舞
姫
」
試
論

｜
｜
初
期
翻
訳
と
の
つ
な
が
り

ら

外
周
辺
の
人

ぼ
つ
語
ら
れ
る
よ

、

外
留
学
中
の

、
い
わ
ゆ
る
「
私

気
取
半
之
丞
に
与

六
日
）
で
あ
る
と

和
五
九
年
一

小
説
的
な
要

活
と
全
く
混

的
で
あ
っ
た

外
国
作
品
と

が
増
え
て
き

可
分
な
関
係

さ
れ
て
き
た
。
な

作
品
と
を
接
近
さ

「
舞
姫
」
に
は
か

我
の
相
克
」
を
論

し
た
よ
う
に

ま
た
別
の
も

姫
」
の
私
小

ツ
語
本
来
の

る
誤
解
を
含

俊
之
氏
「『
舞

（
明
治
二
〇
年
代
を
中
心
に

月
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
年
の
研

素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
つ
つ

同
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

「
私
小
説
」
的
側
面
を
探
る
見
方
か
ら

の
影
響
関
係
と
い
っ
た
、
比
較
文
学
の

て
い
る
。
ま
た
、
外
国
文
学
を
そ
の
接

に
翻
訳
は
あ
る
と
の
理
解
が
現
在
で
は

、
大
正
九
年
頃
か
ら
言
わ
れ
だ
し
た
い

の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

説
的
解
釈
は
、「

」
と
い

意
味
と
、
日
本
語
に
移
し
変
え
ら
れ
た

む
も
の
だ
と
し
て
、
た
び
た
び
警
鐘
が

姫
』｜
虚
構
の
悲
劇
」（「
国
文
学
解
釈

）
｜
｜

濱

田

究
で
は
、「
舞
姫
」
に
私

も
、
そ
れ
を
作
者
の
私
生

む
し
ろ
、
い
ま
ま
で
固
定

さ
ら
に
方
向
を
転
じ
て
、

見
地
か
ら
検
証
す
る
も
の

点
と
し
て
、「
創
作
と
不

有
力
で
あ
る
」。

わ
ゆ
る
「
私
小
説
」
と
は

こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
舞

う
単
語
に
お
け
る
、
ド
イ

後
の
意
味
と
の
混
同
に
よ

鳴
ら
さ
れ
て
き
た
。
川
上

と
鑑
賞
」
四
九
｜
二
、
昭

七
〇

真
由
美



森

外

い
小
説
の
あ
り
方
に

外
国
文
学
作
品
の
翻

つ
い
て
、
柄
谷
行
人

の
西
洋
の
小
説
が
翻

に
近
か
っ
た
」。
そ
し

一

明
治
二
一
（
一
八

ヘ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
を

は
、
創
作
、
翻
訳
の

外
が
帰
国
し
た

松
月
堂
）
や
、
二
葉

四
月
）
が
出
さ
れ
て

小
説
」
的
解
釈
の
限

リ
ー
内
に
お
け
る
実

こ
う
し
た
「
舞
姫
」

作
品
中
に
み
ら
れ
る

に
つ
い
て
指
摘
し
た

図
に
つ
い
て
も
考
察

こ
う
し
た
研
究
の「

舞
姫
」
試
論

つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
模
索
が
行
な
わ
れ

訳
も
数
多
く
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
こ

氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
明
治

訳
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
翻
訳
と

て
こ
の
「
翻
案
」
と
は
つ
ま
り
、「
言

外
の
創
作
と
初
期
翻
訳

八
八
）
年
九
月
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
、
ド
レ

め
ぐ
る
約
四
年
間
の
ド
イ
ツ
留
学
を
経

方
面
に
お
い
て
文
学
活
動
を
展
開
し
て

の
は
、
坪
内
逍
遙
『
小
説
神
髄
』（
明

亭
四
迷
『
小
説
総
論
』（「
中
央
学
術
雑

間
も
な
い
頃
の
こ
と
。
当
時
、
日
本
の

界
か
ら
、
新
た
に
明
治
期
の
文
学
と
い

践
作
品
と
し
て
の
意
義
を
探
り
始
め
て

の
一
解
釈
と
し
て
、
そ
こ
に
ド
イ
ツ
文

影
響
関
係
に
つ
い
て
検
証
し
、
作
品
が

の
ち
、
創
作
、
翻
訳
に
わ
た
る

外
初

し
て
み
た
い
。

動
き
に
と
も
な
っ
て
、
現
在
「
舞
姫

て
い
た
。
ま
た
、

の
時
期
の
翻
訳
に

前
期
に
は
、
多
く

い
う
よ
り
も
翻
案

文
の
意
味
あ
る
い

帳
」
にの

の
組
織

に
遑
あ

ツ
た
銘

ス
デ
ン
、
ミ
ュ
ン

て
帰
国
し
た

外

い
く
こ
と
と
な
る
。

治
一
八
年
九
月
、

誌
」
明
治
一
九
年

文
壇
で
は
、
新
し

扱
い
分
け
は

時
、「
翻
訳
は

外
を
除
け
ば

と
を
指
摘
す

う
な
文
章
を

只
今
都

な
「
筋

う
一
つ
の
カ
テ
ゴ

い
る
。
本
稿
で
は
、

学
の
要
素
を
見
、

持
つ
翻
訳
的
側
面

期
文
芸
活
動
の
意

け
で
な
く
、

こ
と
も
あ
っ

こ
れ
ら
の

に
な
る
の
は

美
術
的
著
作

権
法
が
施
行

の
違
い
が
定

」
の
評
価
は
、「
私

は
筋
を
紹
介

比
べ
て
は
見
ま
せ
ん
が
、
演
劇
的
所

中
心
と
も
い
ふ
べ
き
白
河
御
所
の
勧

、
所
々
の
眼
目
た
る
文
言
ま
で
｜
｜
剽

ら
ず
、
否
、
悉
く
剽
窃
で
す
、
そ
れ
に

、
呆
れ
て
物
が
言
は
れ
ま
せ
ん
、
既
に

極
め
て
不
明
確
で
あ
っ
た
。
関
井
光
男

外
国
語
を
本
格
的
に
学
ん
だ
福
沢
諭

、
意
訳
、
翻
案
の
域
を
出
な
い
も
の
が

る
。
こ
の
頃
、

外
は
「
文
学
上
の
創

「
読
売
新
聞
」
に
寄
せ
て
い
る
。

新
聞
か
ら
配
達
し
て
来
た
「
奈
智
瀧
祈

書
」
で
す
、
ま
だ
充
分
に
依
田
、
川
尻

時
に
は
原
文
に
含
ま
れ
な
い
内
容
が
話

た
よ
う
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
翻
案
」
と
「
翻
訳
」
と
が

、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
七
月
一

物
保
護
国
際
条
約
」、
通
称
「
ベ
ル
ヌ

さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
こ
こ
を
境
に

義
上
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り

七
一

作進
誦
読
、
場
割
か
ら
全
体

窃
の
痕
、
實
に
枚
挙
す
る

「
何
某
作
」
と
立
派
に
打

東
漸
新
誌
で
も
申
し
た
通

氏
は
、
明
治
二
〇
年
代
当

吉
、
二
葉
亭
四
迷
、
森

大
半
を
占
め
」
て
い
た
こ

造
権
」
と
題
し
た
次
の
よ

誓
文
覚
」
は
實
に
不
思
議

合
作
の
「
文
覚
上
人
勧
進

の
筋
に
加
わ
る
と
い
っ
た

厳
密
に
分
け
ら
れ
る
よ
う

五
日
、
日
本
が
「
文
学
的

条
約
」
に
加
盟
し
、
著
作

、「
翻
訳
」
と
「
翻
案
」

が
、
そ
れ
ま
で
は
両
者
の

、
地
名
や
人
名
の
改
変
だ



か
な
り
意
識
さ
れ
て

自
身
の
翻
訳
活
動
で

は
訳
者
の
署
名
を
怠

も
必
ず
し
も
作
品
世

ュ
ア
ン
ス
を
壊
さ
な

私
し
わ
直
訳

云
て
も
、

西

七
日
）

こ
こ
で

外
は
、

し
て
い
る
現
状
を
、

と
、
そ
れ
を
舞
台
に

て
曖
昧
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た

の
よ
う
に
区
別
さ
れ

森

外

り
、
今
ま
で
の

の
別
が

の
消
滅
す
べ
き

道
徳
上
の
恥
辱

本
の
原
著
が
出

（「
文
学
上

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

外
の
こ

も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、

ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
原

界
に
忠
実
で
は
な
い
「
翻
案
」
で
は

い
「
直
訳
」
に
従
事
し
た
こ
と
で
あ
る

が
欲
し
い
、
西
洋
の
句
法
が
日
本
へ
輸

洋
の
句
法
に
拘
泥
し
ろ

と
は
、
申
し

「
奈
智
瀧
祈
誓
文
覚
」
を
材
に
、「
安
排

「
剽
窃
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
物
語

か
け
る
際
の
演
出
家
（

）

る
現
実
を
「
剽
窃
」
と
よ
び
、
好
ま
し

外
の
頭
の
中
で
は
、
例
え
ば
、「
翻

る
べ
き
も
の
が
す
べ
て
な
い
ま
ぜ
に
な

「
舞
姫
」
試
論

日
本
劇
場
で
は
「
作
者
」

と

な
い
か
ら
、
此
を
認
め
て
彼
と
し
ま
し

近
松
や
竹
田
の
戯
曲
な
ら
安
排
者
が
作

計
り
で
し
や
う
が
、
現
今
の
依
田
、
川

て
隙
も
な
い
に
、
こ
の
通
り
で
は

の
創
造
権
」、「
読
売
新
聞
」
附
録
、
明

の
意
識
は
、

外

外
が
翻
訳
作
品
に

作
を
基
に
し
つ
つ

な
く
、
原
作
の
ニ

。入
し
た
い
｜
｜
ト

ま
せ
ん
。
西
洋
の

ま
た
、

る
。

翻
訳
抔

る
が
、

気
を
落（「年

者
が
作
者
顔
」
を

作
者
（

）

の
区
別
と
が
極
め

か
ら
ぬ
事
態
で
あ

訳
」
と
「
翻
案
」

っ
て
い
る
現
状
が

こ
と
が
わ
か

で
は
な
い
と

語
を
自
国
語

て
い
た
こ
と

と
は
、
な
に

の
文
意
を
尊

る
こ
と
を
意

「
安
排
者
」

た
、
成
程
所
有
権

者
顔
を
致
し
て
も
、

尻
に
対
し
て
、
院

治
二
二
年
六
月
二

句
法
で

い
所
は（「月

右
の
文
章

書
か
れ
た
も

外
は
、
自
ら
の
翻
訳
に
つ
い
て
、
次
の

と
い
ふ
も
の
も
、
画
の

を
作

だ
か
ら
ど
う
で
も
好
い
と
い
ふ

ち
著
け
て
遣
ら
ね
ば
、
ろ
く
な
訳
が
出

夜
な
か
に
思
つ
た
こ
と
」、「
光
風
」
第

一
二
月
）

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
い
て
「
西
洋
の

い
う
一
文
か
ら
は
、

外
が
、
翻
訳
と

に
単
純
に
置
き
換
え
れ
ば
事
足
り
る
も

が
わ
か
る
。
つ
ま
り

外
の
場
合
、
原

も
ひ
た
す
ら
な
直
訳
に
従
事
せ
よ
と
い

重
す
る
こ
と
で
、
作
品
全
体
の
空
間
や

味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

面
白
い
所
は
、
其
儘
を
存
し
た
い
、
日

、
直
す
も
結
構
と
い
ふ
の
で
す
。

独
逸
文
学
の
隆
運
」、「
国
民
之
友
」
第

二
日
）

は
、

外
が
翻
訳
に
取
り
組
み
だ
し
た

の
で
、

外
は
な
る
べ
く
原
文
を
尊
重

よ
う
な
文
章
も
残
し
て
い

る
く
ら
ゐ
な
も
の
で
は
あ

事
は
な
い
。
明

浄
几
で
、

来
は
し
な
い
。

四
年
第
二
号
、
明
治
四
一

句
法
に
拘
泥
」
す
る
わ
け

い
う
作
業
は
な
に
も
外
国

の
で
は
な
い
こ
と
も
心
得

文
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ

う
こ
と
で
は
な
く
、
各
々

囲
気
を
忠
実
に
保
持
す

七
二

本
の
句
法
に
直
し
て
面
白

四
六
号
、
明
治
二
二
年
四

明
治
二
〇
年
代
の
初
め
に

す
る
立
場
を
と
っ
て
い
た



森

外

外
も
、
帰
国
後

六
巻
六
九
号
附
録
、

紙
」
第
一
一
号
、
明

号
、
明
治
二
四
年
一

作
」
を
著
し
て
い
る

る
言
語
の
着
せ
替
え

か
が
え
る
。
し
か
し

な
も
の
」
だ
と
も
言

す
で
に
そ
こ
に
あ
る

い
、
と
い
う
ぐ
ら
い

「
創
作
」
に
は
「
画
」

す
べ
て
が
作
者
の
手

た
こ
と
を
し
な
か
っ

原
則
と
し
て
発
音
に

文
化
や
習
俗
、
土
地

る
こ
と
を
理
解
し
て

の
固
有
名
詞
を
取
り

そ
こ
に
あ
る
こ
と
を

だ
か
ら
ど
う
で
も
好

外
は
そ
の
翻
訳「

舞
姫
」
試
論

に
は
ド
イ
ツ
を
舞
台
と
し
た
「
舞
姫
」

明
治
二
三
年
一
月
）、「
う
た
か
た
の
記

治
二
三
年
八
月
）、「
文
づ
か
ひ
」（「
新

月
二
八
日
）
の
三
作
品
｜
｜
い
わ
ゆ

。

外
は
、
こ
れ
ら
初
期
の
創
作
と
翻

だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
の
だ
と
す
る

ま
た

外
は
、
翻
訳
は
「
画
の

う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、「
翻
訳
」
の
場

わ
け
だ
か
ら
、
物
語
の
構
想
に
労
力
を

の
意
味
だ
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う

そ
の
も
の
を
一
か
ら
創
造
し
て
い
く

腕
に
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な

た
。
人
名
、
地
名
、
と
き
に
は
片
言
の

そ
っ
た
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
用
い
た
。
そ

柄
と
い
っ
た
も
の
が
、
作
品
と
緊
密
に

い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
た

替
え
る
だ
け
で
は
伝
え
き
れ
な
い
、
原

外
は
知
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か

い
と
い
ふ
事
は
な
い
」
と
の
言
葉
に
は

に
お
い
て
、
地
名
や
人
名
を
日
本
風
に（「

国
民
之
友
」
第

」（「
し
が
ら
み
草

著
百
種
」
第
一
二

る
「
ド
イ
ツ
三
部

訳
を
『
水
沫
集
』

至
て
は

に
外
国

取
り
せ

の
難
き

も
困
難

外
の
意
識
が
う

を
作
る
く
ら
ゐ

合
に
は
「
画
」
が

費
や
す
必
要
は
無

。
逆
に
言
え
ば
、

労
力
が
必
要
で
、

る
。

明
治
二
八

次
の
記
事
に

と
い
う
一
文

「
並
行
」
し
得

か
る
。翻

案
と

も
あ
る

単
語
に
つ
い
て
も
、

れ
は
、
そ
の
国
の

関
わ
り
あ
っ
て
い

、
単
純
に
作
品
中

作
の
異
文
化
性
が

っ
た
か
。「

、
翻
訳
は
た
ん
な

創
作
と
翻
訳

そ
の
順
番
は

き
、
そ
れ
か

い
っ
た
具
合

別
さ
れ
る
べ

な
の
に
、『
水

の
だ
ろ
う
か

改
変
す
る
と
い
っ

（
明
治
二
五
年、

予
輩
そ
れ
之
を
何
と
か
云
は
む
。
翻

の
文
学
を
紹
介
す
る
に
在
り
、
翻
案
は

む
と
す
、
文
学
上
素
と
嘉
み
す
べ
き
も

は
予
輩
も
之
を
知
る
。
殊
に
西
文
の
妙

た
る
を
知
る
。
而
か
も
予
輩
は
真
正
の

（
一
八
九
五
）
年
八
月
一
〇
日
付
の

は
、「
翻
訳
は
創
作
と
並
行
し
て
文
学

が
み
ら
れ
、
こ
の
当
時
、「
翻
訳
」
と

る
、
独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
意

は
何
ぞ
や
、
彼
の
作
を
焼
き
直
す
也
。

也
。
換
骨
奪
胎
は
猶
ほ
取
る
も
の
あ
り

と
を
分
け
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
ま
ぜ

、
ま
ず
「
う
た
か
た
の
記
」
が
あ
っ
て

ら
「
舞
姫
」、
次
に
五
篇
の
翻
訳
が
あ

で
あ
る
。
前
述
し
た
通
り
、

外
に
は

き
ジ
ャ
ン
ル
だ
と
い
う
意
識
は
当
然
あ

沫
集
』
で
は
そ
の
意
を
表
さ
な
か
っ

。 七
月
二
日
初
版
）
に
収
録
し
て
い
く

七
三

訳
に
取
る
べ
き
は
、
正
直

紹
介
す
る
よ
り
は
寧
ろ
横

の
に
あ
ら
ざ
る
也
。
翻
訳

を
我
文
章
に
伝
ふ
る
の
尤

翻
訳
出
で
ゝ
、
彼
の
傑
作

「
帝
国
文
学
」
記
者
に
よ
る

嗜
好
を
満
た
す
者
」
云
々

「
創
作
」
が
両
者
と
も
に

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

時
に
は
丸
焼
に
す
る
も
の

、
翻
案
の
甚
し
き
も
の
に

こ
ぜ
に
配
列
し
て
い
る
。

、
後
に
四
篇
の
翻
訳
が
続

っ
て
、「
文
づ
か
ひ
」、
と

、「
翻
訳
」
が
一
つ
の
区

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

た
。
そ
れ
は
何
故
だ
っ
た

。
が
、
そ
こ
で

外
は
、



的
の
下
に
ま
と
め
ら

外
初
の
小
説
作

「
国
民
之
友
」
第
六
巻

年
、
ホ
フ
マ
ン
（

〈月
二
一
日
、
断
続
一

の
賊
也
。（
傍
線

（
無
署
名

八
月
一
〇

で
は
、
本
来
は
別

外
が
『
水
沫
集
』
で

自
ら
読
書
の
中
で
得

し
て
い
た
か
ら
、
そ

森

外

の
広
く
一
般
に

嗜
好
を
満
た
す

翻
訳
已
に
困
難

述
と
な
す
者
あ

訳
に
三
分
の
創

全
く
他
の
力
を

れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

品
「
舞
姫
」
は
、
明
治
二
三
（
一
八
九

六
九
号
附
録
「
藻
塩
草
」
に
発
表
さ

）
原
作
の
「
玉

（「
読
売
新
聞
」
附
録
、
明
治
二
二

三
回
掲
載
）、
テ
オ
ド
ー
ル

コ
ー

）
原
作
の
「
伝
記
ト
ー
ニ
ー
」〈

引
用
者
）

「
翻
訳
の
真
相
」、「
帝
国
文
学
」
第
八

日
）

の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
創
作

区
別
し
な
か
っ
た
理
由
と
は
何
で
あ
っ

た
も
の
を
創
作
で
反
芻
さ
せ
た
こ
と
を

し
て
ま
た
、『
水
沫
集
』
そ
の
も
の
が

「
舞
姫
」
試
論

紹
介
さ
れ
む
こ
と
を
望
む
翻
訳
は
創
作

者
あ
れ
ば
也
。

に
し
て
時
に
誤
謬
あ
る
を
保
し
難
け
れ

り
、
こ
れ
猶
可
也
。
蓋
し
訳
述
な
る
も

作
を
加
味
し
た
る
者
也
。
更
に
堕
落
し

仮
り
て
漫
に
創
作
の
皮
を
被
る
、
卑
屈

う
か
。

〇
）
年
一
月
三
日
、

れ
た
。

外
は
前

を
懐
て
罪
あ
り
」

年
三
月
五
日
｜
七

ナ
ー
（

（

こ
と
等
｜
」

の
「
春
の
水

学
的
一
考
察

昭
和
五
〇
年

外
」（「

外

外
も
「
能

の
記
』『
舞
姫

号
、
明
治
二
八
年

と
翻
訳
と
を
、

た
の
か
。
そ
れ
は
、

外
自
身
が
承
知

、
あ
る
一
つ
の
目

こ
の
小
説
論

小
説
「
舞

現
在
既
に
ボ

類
似
性
を
指

新
聞
」
夕
刊

ク
レ
ン
デ
ル

「『
舞
姫
』
を

と
並
行
し
て
文
学

ば
と
て
、
之
を
訳

の
は
、
七
分
の
翻

て
翻
案
と
な
れ
ば
、

醜
陋
、
洵
に
文
学

｜
明
治
二
三

に
は
、
自
ら

説
論
を
読
み

説
論
を
読
む

接
近
し
て
い（「

外
」
一
八
、
昭
和
五
一
年
一
月
）

」
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
安
田
保
雄

｜

外
と
ツ
ル
ゲ
ニ
エ
フ
｜
」（「
国
語

八
月
）
や
、
笹
淵
友
一
氏
「
ツ
ル
ゲ

」
三
〇
、
昭
和
五
七
年
一
月
）
等
の
論

く
あ
ゝ
い
ふ
話
は
あ
る
も
の
で
す
」（

』『
文
つ
か
ひ
』
の
由
来
及
び
逸
話
」

と
の
関
係
は
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ

姫
」
は
、
他
作
品
と
の
類
似
性
が
多
く

ー
デ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
「
エ
ル
ン
ス
ト
・

摘
し
た
小
西
謙
氏
「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ

、
昭
和
四
四
年
九
月
）
や
、
こ
の
小
西

の
「
欧
州
奴
隷
詩
人
」
と
の
関
連
性

め
ぐ
る
補
註
的
考
証
｜『
エ
ル
ン
ス
ト

）
（「
読
売
新
聞
」
附
録
、
明

年
二
月
二
六
日
、
断
続
六
回
掲
載
）
を

の
短
篇
小
説
に
つ
い
て
の
理
論
を
ま
と

て
」（「
し
が
ら
み
草
紙
」
第
二
号
、
の

」）
を
出
し
て
い
る
。
作
品
「
舞
姫
」

る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
理
論
と
の
重
な

、
ま
た
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ

氏
「『
舞
姫
』
の
比
較
文

と
国
文
学
」
五
二
｜
八
、

ー
ネ
フ
『
春
の
水
』
と

が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「

外
漁
史
が
『
う
た
か
た

、「
新
著
月
刊
」
八
、
明
治

る
。

論
じ
ら
れ
て
き
た
作
品
で
、

ブ
ラ
イ
プ
ト
ロ
イ
」
と
の

ラ
イ
ブ
ト
ロ
イ
」（「
毎
日

氏
の
論
を
否
定
し
、
ハ
ッ

を
述
べ
た
川
上
俊
之
氏

・
ブ
ラ
イ
プ
ト
ロ
イ
』
の

七
四

治
二
二
年
一
一
月
二
五
日

訳
出
し
て
お
り
、
一
一
月

め
た
、「
今
の
諸
家
の
小

ち
改
題
「
現
代
諸
家
の
小

に
は
、
両
者
が
時
間
的
に

り
と
い
っ
た
点
を
含
め
て
、



森

外
二

「
舞
姫
」
は
、
た
ん

外
の
留
学
中
の
読
書

に
ま
ず
な
に
か
ド
イ

ス
ト
に
変
換
し
、
作

い
た
こ
と
を
意
味
し

訳
」
行
為
と
お
な
じ

の
中
に
蓄
積
さ
れ
た

を
う
ま
く
盛
り
込
み

質
を
も
つ
、
そ
う
い

認
め
て
い
る
。「
能
く

の
よ
う
な
筋
立
て
は

少
な
か
ら
ず
目
に
し

が
実
際
に
ボ
ー
デ
ン

ら
な
い
。
む
し
ろ
「

で
は
な
く
、
さ
ま
ざ

の
だ
と
考
え
る
ほ
う

三
〇
年
一
一
月
）
と「

舞
姫
」
試
論

「
舞
姫
」
に
み
る
翻
訳
の
要
素

｜
｜
「
嬰
児
殺
し
の
文
学
」

な
る
創
作
と
い
う
枠
に
と
ど
ま
る
も

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
素
材
が
一
度
溜
め

ツ
語
の
複
数
の
素
材
が
あ
っ
て
、
そ
れ

品
の
な
か
に
表
出
し
て
い
っ
た
と
い
う

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
こ
で
は

作
用
が
働
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

翻
訳
的
素
材
に
、

外
周
辺
に
あ
っ
た

な
が
ら
つ
く
ら
れ
た
、
創
作
、
翻
訳
両

っ
た
作
品
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

あ
ゝ
い
ふ
話
は
あ
る
」
と
い
う
発
言

特
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、

外
の

た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
｜

シ
ュ
テ
ッ
ト
の
作
品
を
下
敷
き
と
し
た

舞
姫
」
は
そ
の
着
想
を
ど
れ
か
特
定
の

ま
な
外
国
文
学
作
品
の
中
か
ら
総
括
的

が
妥
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

、
自
ら
も
ボ
ー
デ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
作

の
で
は
な
く
、

込
ま
れ
、
あ
る
程

ル
ム
・
ウ
ン

や
、
ヴ
ェ
ー

の
女
性
』（
一

ゲ
ー
テ
、
ヘ

紹
介
し
て
い

を
日
本
語
の
テ
キ

行
為
が
な
さ
れ
て

、
あ
る
意
味
「
翻

「
舞
姫
」
は
、

外

実
生
活
か
ら
の
材

者
に
ま
た
が
る
性

う
か
。

フ
ラ
ン
ス
文

は
、
こ
う
し

考
え
ら
れ
る

ド
イ
ツ
文

ん
坊
を
殺
し

あ
る
。
横
田

修
社
）
で
は

か
ら
は
、「
舞
姫
」

読
書
行
為
の
中
で

｜
は
た
し
て

外

か
ど
う
か
は
わ
か

作
品
に
得
た
わ
け

に
摂
取
さ
れ
た
も

れ
は
、

外
の
中

さ
れ
て
い
く

実
際
、

外

（
一
八
八
五
）

巻
の
多
き
に

外
留
学

読
書
調
査
」

調
査
に
よ
れ

品
と
の
類
似
性
を

度
イ
メ
ー
ジ

ト
・
ド
ラ
ン
グ
期
の
文
学
に
お
け
る
嬰

バ
ー
『
一
七
七
〇
年
｜
一
七
九
五
年
ド

九
七
四
年
）、
ピ
ル
ツ
の
『
嬰
児
殺
し

ッ
ベ
ル
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
｜
』（
一
九

る
。『
赤
ん
坊
殺
し
の
ド
イ
ツ
文
学
』

学
、
ロ
シ
ア
文
学
と
多
岐
に
渡
っ
て
い

た
読
書
行
為
が
な
ん
ら
か
の
形
で
関
わ

。学
に
は
、
未
婚
の
女
性
が
、
出
産
中
も

て
し
ま
う
、
い
わ
ゆ
る
「
嬰
児
殺
し
」

忍
氏
『
赤
ん
坊
殺
し
の
ド
イ
ツ
文
学
』

、
こ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
、
ラ
ー

、
そ
う
い
う
翻
訳
的
側
面
を
も
併
せ
持

は
留
学
中
、
か
な
り
の
量
の
読
書
を
こ

年
八
月
一
三
日
の
日
記
に
は
、「
架
上

至
る
」
の
一
文
が
み
ら
れ
る
。

中
の
読
書
に
つ
い
て
は
、
寺
内
ち
よ
氏

（「
比
較
文
学
研
究
」
六
、
昭
和
三
二
年

ば
、

外
の
関
心
は
、
ド
イ
ツ
文
学
、

と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
う
え
で
自
国
の

七
五

児
殺
し
』（
一
九
二
七
年
）

イ
ツ
文
献
中
の
嬰
児
殺
し

の
悲
劇
｜
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
、

八
二
年
）
等
の
研
究
書
を

に
よ
る
と
、「
嬰
児
殺
し
」

た
。「
舞
姫
」
の
創
作
に

っ
て
い
た
こ
と
が
十
分
に

し
く
は
出
産
の
直
後
に
赤

を
扱
っ
た
一
連
の
作
品
が

（
平
成
一
三
年
四
月
、
三

メ
カ
ー
ス
の
『
シ
ュ
ト
ゥ

つ
作
品
で
は
な
か
っ
た
か
。

な
し
て
い
る
。
明
治
一
八

の
洋
書
は
已
に
百
七
十
余

「
ド
イ
ツ
時
代
の

外
の

六
月
）
が
詳
し
い
。
氏
の

ギ
リ
シ
ャ
古
典
悲
劇
か
ら
、

言
語
に
置
き
換
え
て
反
芻



に
、
生
ま
れ
た
赤
ん

処
刑
さ
れ
て
し
ま
う

未
婚
の
状
態
で
妊

と
言
っ
て
い
い
ほ
ど

は
、
未
婚
の
ま
ま
で

的
な
（
経
済
的
な
、

イ
ト
の
大
き
い
の
は

ど
」
に
よ
っ
て
継
承

横
田
氏
は
「
嬰
児

に
書
か
れ
た
ビ
ュ
ル

バ
ラ
ー
ド
『
タ
ウ
ベ》

関
係
を
も
っ
た
未
婚

締
め
出
さ
れ
、
精
神

森

外

を
扱
っ
た
作
品
は
、

ト

ド
ラ
ン
グ
期
（

ビ
ュ
ル
ガ
ー
や
シ
ラ

表
し
て
い
た
と
い
う

八
世
紀
の
み
な
ら
ず

ー
ノ
や
ヘ
ッ
ベ
ル
が

坊
を
殺
し
て
し
ま
い
、
は
て
は
嬰
児
殺

末
が
語
ら
れ
て
い
る
。

娠
し
、
精
神
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
女

、「
錯
乱
状
態
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

の
妊
娠
と
い
う
事
態
に
、
相
手
の
男
性

と
い
う
の
も
含
ま
れ
る
と
は
思
う
が
、

精
神
面
で
あ
る
）
援
助
の
求
め
ら
れ
な

さ
れ
て
い
っ
た
。

殺
し
」
の
典
型
的
な
作
品
の
一
つ
と
し

ガ
ー
（

ン
ハ
イ
ン
の
牧
師
の
娘
』《

を
紹
介
す
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
身

の
女
性
が
妊
娠
し
、
こ
れ
を
不
道
徳
だ

的
な
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
錯
乱
状
態
で
出

「
舞
姫
」
試
論

一
七
七
〇
年
か
ら
約
一
五
年
間
の
シ
ュ

疾
風
怒
濤
の
時
代
）
に
お
い
て
も
最
も

ー
、
ゲ
ー
テ
な
ど
の
作
家
が
こ
う
し
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
赤
ん
坊
殺
し

、「
作
品
数
は
少
な
く
な
る
が
一
九
世

、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
も
ハ
ウ
プ
ト
マ

し
の
罪
に
よ
っ
て

性
達
は
ほ
と
ん
ど

い
う
な
れ
ば
そ
れ

か
ら
な
ん
ら
精
神

こ
こ
で
よ
り
ウ
エ

い
女
性
の
末
路
で

も
あ
る
。

ゲ
ー
テ
の

生
遍
歴
で
あ

『
初
稿
フ
ァ
ウ

そ
の
内
容
が

ー
タ

ブ
ラ

「
グ
レ
ー
ト
ヘ

て
、
一
七
八
一
年

）
の

分
違
い
の
相
手
と

と
す
る
周
囲
か
ら

産
を
向
か
え
た
後

お
そ
ら
く

視
野
を
も
ち

ド
ラ
ン
グ
期

〇
五
）
年
四

あ
り
。
小
き

置
か
ん
と
す

ラ
ー
、
ハ
ウ

ト
ゥ
ル
ム

ウ
ン

多
く
、
こ
の
時
期
、

作
品
を
数
多
く
発

の
文
学
」
は
、
一

紀
に
は
ブ
レ
ン
タ

ン
や
ブ
レ
ヒ
ト
な

も
あ
る
。「
嬰

品
の
ほ
ぼ
大

は
た
し
て

外
は
留

）
の

っ
た
ほ
か
、

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
は
、
物
語
の
大
枠
が

る
た
め
、
視
線
が
そ
こ
に
集
中
し
が
ち

ス
ト
』
の
中
心
的
内
容
が
「
グ
レ
ー

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
実
際
に
起
こ
っ
た

ン
ト
に
よ
る
嬰
児
殺
し
の
事
件
か
ら
取

ン
悲
劇
」
と
呼
ば
れ
る
そ
の
第
一
部

外
は
、
そ
れ
ら
の
書
物
か
ら
あ
る
程
度

得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
、
シ

に
つ
い
て
も
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

月
『
改
訂
水
沫
集
』
の
序
文
に
は
、「

の
か
た
み
と
し

。」
と
い
う

外
の
言
葉
も
確
認
さ
れ

プ
ト
マ
ン
は
、

外
が
留
学
中
そ
の
著

児
殺
し
」
の
文
学
で
は
、
物
語
の
急

枠
と
な
っ
て
い
る
。

外
は
、
こ
う
し
た
作
品
を
知
り
得
て

学
中
、
ロ
ー
ト
（

）
か
ら

『
独
逸
文
学
史
』《

他
に
も
何
冊
か
の
文
学
的
回
想
録
、
文

主
人
公
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
人

で
あ
っ
た
が
、
最
近
で
は
、

ト
ヘ
ン
悲
劇
」
に
あ
り
、

ス
ー
ザ
ン
ナ

マ
ル
ガ
レ

材
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

が
「
嬰
児
殺
し
の
文
学
」

ド
イ
ツ
文
学
の
鳥
瞰
的
な

ュ
ト
ゥ
ル
ム

ウ
ン
ト

実
際
、
明
治
三
八
（
一
九

著
者
が
少
時
の
小
照
一
葉

て
此
改
訂
本
の
端
に
留
め

る
。
ま
た
、
ゲ
ー
テ
や
シ

書
に
親
し
ん
だ
作
家
達
で

七
六

展
開
と
狂
気
、
そ
れ
が
作

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
（》

を
も
ら

芸
評
論
を
所
蔵
し
て
い
る
。



森

外

斎
藤
美
奈
子
氏
は

に
お
い
て
、「
舞
姫
」

る
が
、
確
か
に
、
妊

て
関
わ
っ
て
く
る
こ

「
舞
姫
」
で
は
、「

）
に
よ
っ
て

《う
、
嬰
児
殺
し
の
作

と
ア
ル
ニ
ム
（

年
の
魔
法
の
角
笛
』

ん
で
い
る
。
つ
ま
り

で
は
な
い
か
と
考
え

成
一
一
年
一
一
月
、

（ン
の
牧
師
の
娘
』
と

の
女
」〈

れ
を
発
表
し
て
お
り

て
、
彼
の
殆
ん
ど
全

に
、
一
八
一
七
年

で
あ
る
こ
と
を
指
摘「

舞
姫
」
試
論

『
妊
娠
小
説
』（
平
成
六
年
六
月
二
五

を
「
近
代
妊
娠
小
説
」
と
い
う
言
い

娠
と
い
う
事
態
が
物
語
の
筋
に
お
い
て

と
も
「
舞
姫
」
の
物
語
性
の
一
つ
の
特

あ
は
れ
な
る
狂
女
の
胎
内
に
遺
し
ゝ
子

『
け
な
げ
な
カ
ス
ペ
ル
と
美
し
い
ア

品
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、

外
は
、
こ

）
共

《

》
を

外
も
あ
る
程
度
、
そ
う
し
た
作
品
に

ら
れ
る
。

新
潮
社
）
等
の
著
書
が
出
さ
れ
て
い
る

）
は
、
先
の

お
な
じ
一
七
八
一
年
に
、
題
名
も
そ
の

と
い
う
作
品
を
書
き
、

、

外
は
「
レ
ク
ラ
ム
版
シ
ラ
ー
全
集

て
の
作
品
を
読
ん
で
」
い
た
こ
と
が
わ

に
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
（

し
た
大
澤
武
男
氏
『『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

日
、
筑
摩
書
房
）

方
で
表
現
し
て
い

大
き
な
要
素
と
し

徴
だ
と
い
え
よ
う
。

の
生
ま
れ
む
を
り

に
読
み
溜
め

て
組
替
え
ら

｜
｜
実
際
、

出
本
文
で
は

執
筆
後
間
も

ン
ネ
ル
の
物
語
』

》
と
い

の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ

著
の
民
謡
集
、『
少

そ
の
留
学
中
に
読

も
ふ
れ
て
い
た
の

で
は
、
こ
の

か
れ
た
も
の

う

末
は
、

ド
イ
ツ
文
学

「
舞
姫
」
に

ー
ク
的
な
側

性
が
指
摘
さ

。
ま
た
、
シ
ラ
ー

『
タ
ウ
ベ
ン
ハ
イ

ま
ま
「
嬰
児
殺
し

翌
年
八
二
年
に
こ

（
四
巻
）
に
よ
つ

か
っ
て
い
る
。
他

で
打
ち
切
ら

い
た
男
性
の

こ
と
が
予
測

い
。
こ
の
、

に
よ
っ
て
も

ン
は
、
シ
ュ

そ
の
素
材
と

と
嬰
児
殺
し
』（
平

の
事
」
は
ふ

ら
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
語
の
表
現
素
材
が

れ
て
作
品
の
中
に
表
出
さ
れ
て
い
た

「
舞
姫
」
草
稿
中
の
「
嗚
呼
、
何
等
の

「
嗚
呼
、
何
等
の
悪
因
ぞ
」
と
訂
正
さ

な
く
訳
出
さ
れ
た
ク
ラ
イ
ス
ト
原
作

パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
つ
つ
、
最
後
の

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
エ
リ
ス
の

こ
れ
は

外
の
発
想
の
飛
躍
で
は
な
く

作
品
の
一
端
が
顔
を
出
し
た
も
の
だ
と

は
、

外
が
読
み
溜
め
て
き
た
ド
イ

面
が
み
い
だ
さ
れ
う
る
。「
舞
姫
」
に

れ
て
き
た
が
、
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
舞

れ
て
い
る
。
が
、
そ
こ
に
は
正
気
を
失

子
を
胎
内
に
宿
し
た
ま
ま
、
い
ず
れ
は

さ
れ
る
の
で
、
拭
い
き
れ
ぬ
悲
惨
さ
が

「
妊
娠
を
と
も
な
う
状
態
で
の
男
女
関

た
ら
さ
れ
る
「
発
狂
」、
そ
し
て
「
嬰

ト
ゥ
ル
ム

ウ
ン
ト

ド
ラ
ン
グ
期
の

し
て
扱
っ
た
作
品
に
共
通
し
て
み
ら
れ

れ
ら
れ
ず
、
豊
太
郎
の
帰
国
と
い
う
事

七
七

日
本
語
の
テ
キ
ス
ト
と
し

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

悪
因
縁
ぞ
」
の
一
文
が
初

れ
た
こ
と
と
、「
舞
姫
」

「
悪
因
縁
」（「
国
民
之
友
」

「
嬰
児
殺
し
」
の
部
分
が
省

む
か
え
た
「
発
狂
」
と
い

、
そ
こ
に

外
の
ふ
れ
た

解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ツ
語
の
素
材
の
パ
ッ
チ
ワ

は
多
く
の
作
品
と
の
関
連

姫
」
に
は
執
筆
段
階
で
既

っ
た
女
性
が
、
自
ら
を
欺

出
産
を
迎
え
る
で
あ
ろ
う

残
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な

係
の
一
方
的
破
綻
」、
そ
れ

児
殺
し
」
と
い
う
パ
タ
ー

一
連
の
「
嬰
児
殺
し
」
を

る
も
の
で
あ
る
。「
舞
姫
」

態
に
よ
っ
て
作
品
は
途
中



そ
の
作
業
と
い
っ
た

ト
に
お
こ
し
、
作
品

が
あ
っ
た
こ
と
が
指

三

外
に
と
っ
て
翻

あ
っ
た
。
と
す
れ
ば

ス
ト
に
つ
い
て
」、「

て
い
た
と
述
べ
、
ま

よ
う
と
思
つ
て
ゐ
た

二
年
九
月
）
と
も
述

ず
吸
収
し
、
そ
こ
か

外
の
翻
訳
姿
勢
が

に
は
、
表
現
や
内
容

森

外

第
六
巻
第
八
〇
号
｜

三
日
、
断
続
九
回
掲

草
稿
と
し
て
表
現
さ

た
こ
と
を
指
摘
す
る

の
ち
に

外
は
、

味
の
事
を
日
本
語
で

点
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
語
の
原
文
を

と
し
て
組
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
、
翻

摘
で
き
よ
う
。

外
初
期
文
芸
活
動
の
意
図

訳
と
創
作
と
は
、
執
筆
過
程
に
お
い
て

そ
こ
に
は
、
こ
れ
ら
の
作
業
に
託
さ
れ

心
の
花
」
第
一
七
巻
第
五
号
、
大
正
二

た
、「
原
文
を
率
直
に
読
ん
で
、
其
時

」（「
不
苦
心
談
」、「
東
亞
之
光
」
第
八

べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
原
文
の
も
つ

ら
日
本
語
テ
キ
ス
ト
と
し
て
再
構
築
し

う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮

的
な
影
響
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
だ
け

「
舞
姫
」
試
論

第
七
巻
第
八
九
号
、
明
治
二
三
年
四
月

載
）
に
つ
い
て
、「『
舞
姫
』
の
構
想
が

れ
て
ゆ
く
過
程
と
お
そ
ら
く
相
即
不
離

論
も
あ
る
。

自
身
の
翻
訳
作
業
に
つ
い
て
、「
作
者

言
ふ
と
し
た
ら
、
ど
う
言
ふ
だ
ろ
う
か

日
本
語
の
テ
キ
ス

訳
と
通
じ
る
側
面

つ
な
が
る
部
分
が

た
一
貫
し
た
目
的

（
傍
線
引

（
井い

「
日
本
文
学

五
年
に
国
立

年
五
月
）
と
考
え

の
感
じ
を
直
写
し

巻
第
九
号
、
大
正

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ま

て
い
く
と
い
う
、

す
れ
ば
、「
舞
姫
」

で
な
く
、
さ
ら
に

馬
琴
を

れ
ら
の

な
文
学

お
い
て

ま
さ
に

は
我
々

そ
の
白

二
三
日
｜
七
月
二

胎
生
し
、
や
が
て

の
関
係
」
で
あ
っ

が
此
場
合
に
此
意

」（「
訳
本
フ
ァ
ウ

が
あ
っ
た
も

だ
っ
た
。
そ

た
理
由
で
は

「
日
本
文
学
の

の
文
壇
に
つ

あ
の
人

用
者
）

戸
田
総
一
郎
「

外
・
幻
の
論
文
「

て
」｜
翻
訳
と
解
説
｜
」、
平
成
八
年
七

の
新
傾
向
」
〈
：

は
、

外
帰
国
後
の
翌
年
三
月
、「
東

第
三
号
の
巻
頭
に
ド
イ
ツ
語
で
発
表

国
会
図
書
館
で
確
認
さ
れ
る
ま
で
、
所

真
似
る
だ
け
の
弱
腰
の
作
家
た
ち
を
こ

作
家
た
ち
は
か
細
い
足
を
引
き
ず
り
な

改
革
者
、
馬
琴
の
あ
と
を
ひ
た
す
ら
追

か
つ
て
時
代
を
画
し
た
書
物
を
一
冊
あ

坪
内
の
こ
の
批
判
的
業
績
を
お
い
て
他

の
た
め
に
余
計
な
も
の
を
一
掃
し
て
く

紙
の
上
に
、
今
や
現
代
日
本
文
学
が
芽

の
と
思
わ
れ
る
。
手
段
こ
そ
違
え
、
意

れ
が
、

外
が
翻
訳
と
創
作
と
を
特
に

な
か
っ
た
か
。

外
は
、
自
ら
の
文
学

新
傾
向
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
論
文

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

民
憲
章
の
翻
訳
者
た
る
坪
内
雄
蔵
は
、

日
本
文
学
の
新
傾
向
に
つ

月
）漸

新
誌
」〈

さ
れ
た
論
文
で
、
一
九
九

在
不
明
と
さ
れ
て
き
た
論

と
ご
と
く
駆
逐
し
た
。
こ

が
ら
、
徳
川
時
代
の
偉
大

う
の
み
で
あ
る
。
日
本
に

げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

に
な
い
。（
中
略
）
坪
内

れ
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば

生
え
る
べ
き
時
で
あ
る
。

七
八

図
し
て
い
た
こ
と
は
同
じ

区
別
し
よ
う
と
し
な
か
っ

活
動
で
何
を
試
み
た
の
か
。

で
、

外
は
当
時
の
日
本

『
小
説
神
髄
』
の
な
か
で
、



森

外

の
が
当
時
の
日
本
文

を
意
味
し
て
い
る
。

組
も
う
と
し
て
い
た

明
治
二
三
（
一
八

「
明
治
廿
二
年
文
学
上

不
明
）、「
日
本
に
お

（
明
治
二
〇

「
日
本
文
学
の
新
傾

髄
』
に
お
け
る
功
績

家
に
ふ
さ
わ
し
い
文

こ
で

外
は
、「
現
代

こ
で
言
う
「
白
紙
」

宰
し
、
医
学
、
科
学

イ
ツ
語
で
の
投
稿
を

し
た
雑
誌
で
、

外

「
日
本
住
家
の
民
俗
学

題
に
つ
い
て
」〈
：

お
け
る
決
闘
に
つ
い

文
で
あ
る
。「
東
漸
新「

舞
姫
」
試
論

壇
に
は
ま
だ
な
か
っ
た
と
、

外
が
認

そ
し
て
、
こ
の
「
白
紙
」
と
い
う
状
態

短
篇
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
同

九
〇
）
年
一
月
一
三
日
、「
読
売
新
聞

の
出
来
事
月
表
」
と
い
う
批
評
で
、

け
る
栄
養
問
題
に
つ
い
て
」〈

年
九
月
）、
計
四
つ
の
論
文
を
載
せ
て

向
」
に
お
い
て

外
は
、
ま
ず
坪
内

に
つ
い
て
ふ
れ
、
い
ま
や
こ
の
「
白
紙

学
が
芽
生
え
る
べ
き
時
が
き
た
こ
と
を

日
本
文
学
」
の
現
状
を
「
白
紙
」
で

と
は
つ
ま
り
、
文
学
作
品
と
し
て
取
り

、
法
学
、
文
学
及
び
語
学
等
、
幅
広
い

求
め
、
日
本
・
ド
イ
ツ
双
方
で
の
理
解

自
身
も
こ
の
「
日
本
文
学
の
新
傾
向
に

的
衛
生
学
的
研
究
」〈（

明
治
二
一
年

（
発
表
年
月

て
」〈
：

誌
」
と
は
、

外
を
含
む
計
四
名
の

識
し
て
い
た
こ
と

は
、

外
が
取
り

じ
こ
と
で
あ
っ
た
。

」
に
掲
載
さ
れ
た

坪
内
逍
遙
は
当
時

（「
国
文
学
解

う
に
、
こ
れ

「
胡
蝶
」「
細

篇
小
説
の
こ

「
此
頃
よ
り
冊

い
る
。

逍
遙
の
『
小
説
神

」
の
上
に
近
代
国

告
げ
て
い
る
。
こ

あ
る
と
す
る
。
こ

あ
げ
る
だ
け
の
も

小
説
殖

ず
随
ツ

者
）（「刊

稿
中
に
み

（
一
〇
）｜
ジ

分
野
に
お
け
る
ド

の
交
換
を
目
的
と

つ
い
て
」
の
ほ
か
、

五
月
）、「
演
劇
問

不
明
）、「
日
本
に

（
発
表
年
月

一
月
「

の
胡
蝶

皆
悲
哀

の
友
に

小
説
雑

せ
ら
れ

上
手
多

実
行
委
員
会
が
主

の
状
況
を
こ

釈
と
鑑
賞
」
五
七
｜
四
、
一
九
九
二
年

が
具
体
的
に
は
一
八
九
〇
年
一
月
「

君
」
等
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ

と
意
味
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
だ

子
小
説
減
り
端
物
小
説
殖
え
大
概
は

え
大
概
ハ
雑
誌
を
舞
台
と
す
○
文
章
彫

て
糊
口
の
為
に
書
く
人
減
り
名
の
為
に

叢
譚
明
治
廿
二
年
文
学
上
の
出
来
事

、
明
治
二
三
年
一
月
一
三
日
）

え
る
「
端
物
小
説
」
と
は
、
竹
盛
天

ャ
ン
ル
へ
の
挑
戦
二
｜

・
ハ
イ
ゼ
の

国
民
の
友
」
の
初
刷
に
端
物
小
説
三
種

、
春
の
や
主
人
の
細
君
、
思
軒
居
士
の

的
な
り
読
者
ハ
是
を
奇
と
す
さ
れ
ど
も

小
説
の
附
録
を
添
ふ
る
事
こ
れ
が
始
な

誌
思
軒
居
士
、
竹
の
や
主
人
、
南

外

「
都
の
花
」
と
並
び
行
は
る
彼
に
ハ
素

く
此
に
ハ
有
名
の
老
成
家
多
し
○
此
頃

う
語
っ
て
い
る
。

七
九

四
月
）
で
述
べ
て
い
る
よ

国
民
之
友
」
に
載
っ
た
、

ば
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
短

ろ
う
。
こ
こ
で
逍
遙
は
、

雑
誌
を
舞
台
と
す
」
と
し

の
必
要
人
も
当
人
む
感

書
く
人
殖
ゆ
（
傍
線
引
用

月
表
」、「
読
売
新
聞
」
朝

雄
氏
が
「

外
そ
の
出
発

短
編
小
説
論
に
つ
い
て
」

を
附
録
と
す
美
妙
斎
主
人

探
偵
ユ
ー
ベ
ル
（
翻
訳
）

訳
あ
り
し
に
あ
ら
ず
国
民

り
○
「
新
小
説
」
と
い
ふ

史
等
を
主
筆
と
し
て
発
足

性
の
明
か
な
ら
ぬ
若
年
の

よ
り
冊
子
小
説
減
り
端
物



「
現
代
諸
家
の
小
説

に
要
請
さ
れ
た
ジ
ャ

「
単
稗
（

）」

除
き
、
純
粋
に
日
本

の
は
わ
ず
か
に
「
竹

郷
談
」
ぐ
ら
い
で
、

も
あ
る
一
時
期
に
固

な
か
っ
た
か
ら
で
あ

場
合
、「
単
稗
（
ノ
ベ

の
用
例
の
多
く
を
、

と
し
た
ハ
イ
ゼ

い
る
こ
と
が
小
堀
桂

東
京
大
学
出
版
会
）

森

外

て
い
る
。
つ
ま
り
こ

つ
ぼ
つ
出
さ
れ
始
め

明
治
二
二
年
当
時

か
、
想
像
す
る
に
難

て
、
小
説
を
ジ
ャ
ン

ひ
い
て
い
る
。
ど
う

論
を
読
む
」
で
は
、

外
は
、
短
篇

ン
ル
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が

の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
か
ら

の
も
の
だ
け
を
み
る
と
す
れ
ば
、
取
り

取
物
語
」「
京
伝
、
馬
琴
の
小
著
述
」

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

ま
っ
て
い
る
か
、
作
品
同
士
相
互
が
時

る
。
こ
と
は

外
に
お
い
て
も
同
じ
で

ル
）」「
複
稗
（
ロ
マ
ー
ン
）」
に
つ
い

自
ら
の
小
説
論
「
現
代
諸
家
の
小
説
論

の
文
章
（『
ド
イ
ツ
短
篇

序
文
の
こ
と
を
い
う
）
か
ら
ほ
ぼ
そ
の

一
郎
氏
『
若
き
日
の
森

外
』（
昭
和

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
舞
姫
」
試
論

の
頃
、
時
代
の
趨
勢
と
し
て
、
短
篇
小

て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
「
ぼ
つ
ぼ
つ
」
で
あ
る
。
そ
の
以
前

く
な
い
。
現
に
、
逍
遙
は
「
小
説
神
髄

ル
分
け
す
る
た
め
に
用
い
た
例
の
多
く

し
て
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か

こ
そ
が
今
の
時
代

、
そ
こ
で

外
が

外
国
文
学
作
品
を

あ
げ
ら
れ
て
い
る

「
雙
蝶
記
」「
皿
々

作
品
は
あ
ま
り
に

代
を
離
れ
過
ぎ
て

（「第

こ
こ
で

と
す
る
。
し

が
数
少
な
か

ら
だ
と
い
え

に
語
っ
て
い

あ
っ
た
。

外
の

て
述
べ
る
際
、
そ

を
読
む
」
の
典
拠

集
』
〈

ま
ま
引
い
て
き
て

四
四
年
一
〇
月
、

ヤ
ル
ド
・
ゲ

千
八
百

ル
君
ニ

紹
介
セ

ノ
民
ナ

来
ラ
ン

説
な
る
も
の
が
ぼ

は
ど
う
で
あ
っ
た

」
を
著
す
に
際
し

を
外
国
作
品
か
ら

、
そ
れ
は
つ
ま
り
、

い
る
。
一
言

う
し
て
こ
う

な
か
っ
た
か

こ
の
、「
白

は
「
勉
強
模

は
、
明
治
二

リ
ッ
ヒ
ヤ
ル
ド
・
ゲ
シ
ャ
イ
ド
レ
ン
之

五
八
一
号
、
明
治
二
二
年
五
月
一
八
日

外
は
、
日
本
人
の
現
状
を
「
未
ダ
勉
強

か
し
当
時
日
本
に
、
時
代
に
要
請
さ
れ

っ
た
の
は
、
書
き
方
を
学
ぶ
先
例
（
テ

る
。
逍
遙
の
「
小
説
神
髄
」
の
実
験
作

る
よ
う
に
、
何
を
す
る
に
も
手
探
り
の

シ
ャ
イ
ド
レ
ン
之
伝
」
に
み
る
こ
と
が

八
十
六
年
ノ
事
ナ
リ
シ
ガ
余
民
顕
府
ニ

従
テ
学
ブ
一
日
一
胖
大
翁
ア
リ
余
ガ

ノ
曰
請
フ
君
ヲ
ブ
レ
ス
ラ
ウ
ノ
教

ン
ト
余
此
時
ニ
於
テ
始
テ
其
人
ヲ
見
タ

リ
余
曰
ク
勉
強
シ
テ
模
倣
セ
リ
未
ダ
勉

（
傍
線
引
用
者

で
言
え
ば
、
用
例
が
極
端
に
偏
っ
て
い

い
っ
た
事
態
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

ら
で
あ
る
。

紙
の
状
態
」
と
い
う
認
識
の
下
に

倣
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「

二
年
五
月
付
け
の
「
東
京
医
事
新
誌
」

伝
」、「
東
京
医
事
新
誌
」

）シ
テ
創
作
セ
ズ
」
で
あ
る

た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
短
篇

キ
ス
ト
）
が
な
か
っ
た
か

で
あ
る
「
浮
雲
」
が
如
実

状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
状

で
き
る
。

在
リ
ペ
ッ
テ
ン
コ
ー
フ
ェ

試
験
所
ニ
入
ル
レ
ー
マ
ン

授
ゲ
シ
ヤ
イ
ド
レ
ン
君
ニ

リ
渠
曰
ク
日
本
人
ハ
勉
強

強
シ
テ
創
作
セ
ズ
渠
曰
猶

） 八
〇

て
乏
し
い
の
で
あ
る
。
ど

た
の
か
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

外
が
試
み
た
こ
と
。
そ
れ

勉
強
模
倣
」
と
い
う
言
葉

に
掲
載
さ
れ
た
「
リ
ッ
ヒ



森

外

よ
う
と
し
た
こ
と
と

こ
れ
か
ら
の
「
創
作

ば
、
こ
れ
か
ら
必
要

る
西
洋
の
範
を
示
す

ろ
に
あ
っ
た
。

外

取
り
組
ん
で
い
く
文

編
み
出
し
て
い
く
こ

々
と
引
き
起
こ
し
か

外
は
こ
の
わ
ず

だ
ろ
う
か
。
翻
訳
で

い
て
無
用
な
詮
索
を

を
と
っ
た
。
こ
う
し

た
。
そ
こ
で
は
、「
勉

が
踏
襲
さ
れ
て
い
た

で
あ
る
。

が
し
か
し
、
そ
の

回
に
わ
た
る
論
争
が

わ
ず
し
て
終
わ
っ
た

態
を
ふ
ま
え
て

外「
舞
姫
」
試
論

、「
舞
姫
」
で
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、

」
の
基
礎
と
な
る
「
勉
強
」
材
料
の
提

と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
「
短
篇
」
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。

の
目
的
は
、
こ
れ
か
ら
新
た
に
短
篇
と

学
者
に
む
け
て
、
手
本
と
な
る
よ
う
な

と
、
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ

ね
な
い
創
作
で
は
効
率
が
悪
か
っ
た
。

ら
わ
し
さ
を
回
避
す
べ
く
、
翻
訳
に
移

あ
れ
ば
、「
舞
姫
」
の
よ
う
に
、
執
筆

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、

て
編
み
出
さ
れ
た
最
初
の
テ
キ
ス
ト
が

強
模
倣
」
の
一
例
と
し
て
、「
嬰
児
殺

。「
舞
姫
」
は
、

外
の
い
わ
ば
実
践

創
作
は
意
外
な
と
こ
ろ
で
手
間
取
っ
た

そ
れ
で
あ
る
。

外
は
こ
の
論
争
で
言

。

外
が
せ
ん
と
し
て
い
た
こ
と
は
、

は
、
帰
国
後
、
短
篇
小
説
の
理
論
の
実

そ
れ
は
つ
ま
り
、

供
、
言
い
換
え
れ

ジ
ャ
ン
ル
に
お
け

と
も
あ
れ

中
に
お
い
て

明
治
期
の
一

外
の
意
図

明
治
の
文
学

い
う
ジ
ャ
ン
ル
に

テ
キ
ス
ト
を
多
く

う
し
た
論
争
を
次

っ
た
の
で
は
な
い

材
料
の
出
所
に
つ

外
が
翻
訳
で
し

し
て
い
る
こ

た
こ
と
を
一

最
近
で
は
、

論
を
読
む
」

の
理
論
の
重

初
期
文
学
活

に
摂
取
し
た

「
舞
姫
」
で
あ
っ

し
」
の
パ
タ
ー
ン

の
作
だ
っ
た
わ
け

。
忍
月
と
の
計
七

う
べ
き
こ
と
を
言

も
っ
と
他
の
と
こ

外
が
帰

活
動
に
は
、

図
が
通
底
し

で
あ
っ
た
か

な
の
で
あ
る

文
学
、
も
し

践
と
し
て
自
ら
筆

本
稿
で
は
、「
舞
姫
」
を
日
本
と
外
国

ど
う
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
、

文
学
と
し
て
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
と
い

が
時
代
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い

が
何
を
模
索
し
、
結
果
ど
の
方
向
に
動

と
で
あ
る
。

外
の
文
学
活
動
を
研
究

つ
の
重
要
な
要
素
と
し
て
重
き
を
お
く

外
が
帰
国
後
発
表
し
た
自
身
の
小
説

で
多
く
影
響
を
う
け
た
、
ド
イ
ツ
の
小

要
性
が
少
な
か
ら
ず
意
識
さ
れ
る
よ
う

動
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
は
、
ま
ず

か
を
知
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

国
後
に
お
こ
な
っ
た
一
連
の
文
学
活
動

時
代
の
先
駆
者
た
ら
ん
と
し
て
文
学
を

て
い
る
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

を
考
え
る
こ
と
は
つ
ま
り
、
次
の
翻
訳

。
し
か
し
そ
こ
で
面
白
い
の
は
、

外

く
は
外
国
に
お
け
る
小
説
理
論
と
い
う

八
一

の
文
学
、
相
互
の
関
係
の

作
品
の
性
質
と
、
そ
れ
が

う
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。

っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、

い
て
い
っ
た
の
か
を
知
る

す
る
に
あ
た
っ
て
こ
う
し

論
も
既
に
数
多
く
あ
る
。

理
論
「
現
代
諸
家
の
小
説

説
家
、
パ
ウ
ル

ハ
イ
ゼ

に
な
っ
て
き
た
。

外
の

外
が
こ
の
論
を
ど
の
よ
う

を
み
る
と
き
、
こ
れ
ら
の

試
み
た

外
の
一
つ
の
意

い
。

外
の
創
作
が
な
ん

に
つ
な
が
っ
て
い
く
問
題

の
文
学
活
動
に
は
、
外
国

要
素
が
少
な
か
ら
ず
関
係



関
井
光
男
「
翻

は
何
を
翻
訳
す
る

〇
四
年
九
月
、
学

小
西
謙
「
エ
ル

年
九
月
一
二
日
、

川
上
俊
之
「『
舞

イ
』
の
こ
と
等
｜

安
田
保
雄
「『

（「
国
語
と
国
文
学

古
郡
康
人
「
翻

学
解
釈
と
教
材
の

柄
谷
行
人
「
翻

翻
訳
｜
翻
訳
と
は

｜
一
〇
、
二
〇
〇

柄
谷
・
注

前

こ
の
辺
り
の
事

二
年
の
ベ
ル
ヌ
条

七
〇
頁

一
一
三

森

外

う
え
で
重
要
な
資
料

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

必
要
が
あ
る
の
で
は

注

川
上
俊
之
「『
舞

和
五
九
年
一
月
、

訳
の
言
語
と
貨
幣
｜
物
語
の
言
語
交
換
（
特

の
か
）」（「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」

燈
社
）

ン
ス
ト
・
ブ
ラ
イ
ブ
ト
ロ
イ
」（「
毎
日
新
聞

毎
日
新
聞
社
）

姫
』
を
め
ぐ
る
補
註
的
考
証
｜『
エ
ル
ン
ス

」（「

外
」
一
八
、
昭
和
五
一
年
一
月
、
森

舞
姫
』
の
比
較
文
学
的
一
考
察
｜

外
と

」
五
二
｜
八
、
昭
和
五
〇
年
八
月
、
至
文
堂

訳
小
説
（
特
集

森

外
を
読
む
た
め
の

研
究
」
四
三
｜
一
、
平
成
一
〇
年
一
月
、
学

訳
者
の
四
迷
｜
日
本
近
代
文
学
の
起
源
と
し

何
を
翻
訳
す
る
の
か
）」（「
国
文
学
解
釈
と

四
年
九
月
、
学
燈
社
）

掲
論

情
に
つ
い
て
は
、
甘
露
純
規
氏
「
翻
訳
と
翻

約
加
盟
を
め
ぐ
っ
て
」（『
歴
史
に
聞
く

森

頁
、
平
成
一
二
年
五
月
一
一
日
）
が
詳
し
い

「
舞
姫
」
試
論

と
な
る
。
今
後
は
、
こ
う
し
た
外
国
文

「
舞
姫
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
さ
ら

な
い
だ
ろ
う
か
。

姫
』｜
虚
構
の
悲
劇
」（「
国
文
学
解
釈
と
鑑

至
文
堂
）

集

翻
訳
｜
翻
訳
と

四
九
｜
一
〇
、
二
〇

」
夕
刊
、
昭
和
四
四

ト
・
ブ
ラ
イ
プ
ト
ロ

外
記
念
会
）

ツ
ル
ゲ
ニ
エ
フ
｜
」

）

、

等
の
著
書

大
澤
武

一
一
年
一

寺
内
・

斎
藤
美

ぼ
の
（
平

竹
盛
天

と
鑑
賞
」

研
究
事
典
）」（「
国
文

燈
社
）

て
の
翻
訳
（
特
集

教
材
の
研
究
」
四
九

案
の
区
別
｜
明
治
三

外
論
集
』
所
収
、

。

横
田
・

小
堀
桂

年
一
〇
月

の
と
し

〈

学
と
の
交
渉
に
よ

に
検
証
し
て
い
く

賞
」
四
九
｜
二
、
昭

笹
淵
友

年
一
月
、

寺
内
ち

三
二
年
六

横
田
忍

『
タ
ウ
ベ

〈
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

男
『『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
嬰
児
殺
し
』
第
三

一
月
二
五
日
、
新
潮
社
）

注

前
掲
論

奈
子
『
妊
娠
小
説
』
第
一
章

妊
娠
小
説
の

成
六
年
六
月
二
五
日
、
筑
摩
書
房
）

雄
「

外

そ
の
出
発
（
六
二
）
『
悪
因
縁

六
三
｜
五
、
平
成
一
〇
年
五
月
、
至
文
堂
）

注

前
掲
論

一
郎
『
若
き
日
の
森

外
』
第
一
部

六

一
〇
日
、
東
京
大
学
出
版
会
）。
こ
こ
で
は

て
、
『
独
逸
文
学
史
』
《

一
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
『
春
の
水
』
と

外
」

森

外
記
念
会
）

よ
「
ド
イ
ツ
時
代
の

外
の
読
書
調
査
」（

月
、
東
大
比
較
文
学
会
）

『
赤
ん
坊
殺
し
の
ド
イ
ツ
文
学
』
第
一
章

ン
ハ
イ
ン
の
牧
師
の
娘
』（
平
成
一
三
年
四
月

九
章

遙
か
な
る
道
（
平
成

あ
ゆ
み

妊
娠
小
説
の
あ
け

』
の
位
置
」（「
国
文
学
解
釈

。「
悪
因
縁
」
の
原
題
は
「
セ

ベ
ル
リ
ン
時
代
（
昭
和
四
四

、

外
が
所
持
し
て
い
た
も

》
の
他
、

八
二

（「

外
」
三
〇
、
昭
和
五
七

「
比
較
文
学
研
究
」
六
、
昭
和

ビ
ュ
ル
ガ
ー
の
バ
ラ
ー
ド

一
〇
日
、
三
修
社
）



森

外

月
表
」
に
即
し
な

「
現
代
諸
家
の
小
説

ハ
イ
ゼ
の
短
篇

要
請
を
う
け
て
そ

〔
付
記
〕
本
稿
で
は

は
、
こ
の
「
東
漸

陸
軍
省
医
務
局
か

（「
日
本
と
日
本
の

こ
と
が
、
ま
た
「

は
い
ま
だ
発
見
に

れ
て
い
る
。

竹
盛
天
雄
「

の
短
編
小
説
論
に

至
文
堂
）。
こ
の
論

篇
集
』
第
一
巻
所

る
。
ち
な
み
に

五
）
年
八
月
一
二

約
三
ケ
月
後
の
、

井
戸
田
総
一
郎

と
解
説
｜
」（「
文

外
の
論
文
「
日
本

さ
れ
て
い
る
も
の

発
表
さ
れ
た
「
日

本
に
お
け
る
決
闘

ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ「

舞
姫
」
試
論

が
ら
当
時
の
文
壇
の
状
況
を
述
べ
、
そ
こ
か

論
を
読
む
」
と
、

外
が
そ
こ
で
典
拠
と

小
説
理
論
に
言
及
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
が

こ
に
現
れ
た
も
の
か
を
論
証
し
て
い
る
。

第
三
次
岩
波
書
店
版
『

外
全
集
』（
一
九

新
誌
」
の
た
め
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の

ら
発
行
さ
れ
た

衛
生
」）
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の
論
文
集
に
再

演
劇
問
題
に
つ
い
て
」〈
：

至
ら
ず
、
依
然
と
し
て
詳
細
が
つ
か
め
て
い

外
そ
の
出
発
（
一
〇
）｜
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
挑

つ
い
て
」（「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
五
七
｜

の
中
で
氏
は
、
坪
内
逍
遙
の
「
明
治
廿
二

収
。

外
は
こ
れ
を
訳
出
す
る
際
に
「
悪
因

外
が
こ
れ
を
読
ん
だ
の
は
、
留
学
初
期
の

日
（
前
掲
寺
内
氏
の
論
に
よ
る
）。
訳
出
し

明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
四
月
二
八
日
の

「

外
・
幻
の
論
文
「
日
本
文
学
の
新
傾

学
」
七
｜
三
、
平
成
八
年
七
月
、
岩
波
書

文
学
の
新
傾
向
に
つ
い
て
」
は
、
こ
の
井
戸

を
適
宜
参
照
し
て
い
る
。
ま
た
氏
の
論
で

本
文
学
の
新
傾
向
に
つ
い
て
」
以
外
の
四

に
つ
い
て
」〈
：

の
婚
約
」〈

ら

外
の
小
説
理
論

し
て
用
い
た
パ
ウ
ル

ど
う
い
っ
た
時
代
の

七
一
年
一
一
月
二
二

で
、「
明
治
四
十
四
に

録
」
さ
れ
た
と
い
う

に
つ
い
て

な
い
こ
と
が
報
告
さ

戦
二
｜

・
ハ
イ
ゼ

四
、
平
成
四
年
四
月
、

年
文
学
上
の
出
来
事

縁
」
と
改
題
し
て
い

明
治
一
八
（
一
八
八

た
の
は
、「
舞
姫
」
の

こ
と
で
あ
る
。

向
に
つ
い
て
」｜
翻
訳

店
）。
本
稿
で
は
、

田
氏
の
論
文
に
掲
載

は
、「
東
漸
新
誌
」
に

つ
の
論
文
の
内
、「
日

に
つ
い
て

漢
字
は
新

。『
ド
イ
ツ
短

日
｜
一
九

漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
簡
略
化
し
た
。

七
五
年
六
月
二
八
日
）
を
底
本
と
す
る
。
引八

三 用
に
際
し
、
原
則
と
し
て
旧


