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小
説
理
論
と
初
期
三
部
作

「
一
体
小
説
は
か
う
い
ふ
も
の
を
か
う
い
ふ
風
に
書
く
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ

の
は
、
ひ
ど
く
囚
は
れ
た
思
想
で
は
あ
る
ま
い
か
。
僕
は
僕
の
夜
の
思
想
を
以
て
、

小
説
と
い
ふ
も
の
は
何
を
ど
ん
な
風
に
書
い
て
も
好
い
も
の
だ
と
い
ふ
断
案
を

下
す
」
(
追
傑
)
後
年
い
わ
ゆ
る
文
壇
再
活
躍
時
代
に
入
っ
た
頃
の
鴎
外
は
こ
の

よ
う
に
断
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
自
然
主
義
の
勢
い
に
触
発
さ
れ
た
反

論
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
の
よ
う
だ
が
、
広
く
小
説
の
方
法
一
般
の
否
定

宣
言
と
解
し
て
も
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
実
際
に
そ
の
後
彼
の
作
品
が

そ
の
よ
う
に
執
筆
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
ま
た
別
問
題
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
ド
イ
ツ
三
部
作
を
書
い
た
頃
の
若
き
鵬
外
は
こ
れ
と
ま
さ
に
対
蹄
的
な
姿

勢
を
取
っ
て
い
た
。

明
治
二
十
一
年
に
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し
た
鵬
外
が
、
新
し
い
日
本
文
学
の
樹

立
を
目
指
し
て
、
ま
ず
着
手
し
た
の
は
翻
訳
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
驚

く
べ
き
勢
意
と
精
力
を
こ
め
て
、
滞
独
中
に
豊
か
に
蓄
え
た
文
学
的
知
識
を
以

つ
て
、
評
論
と
創
作
活
動
に
向
っ
た
。
本
稿
は
こ
の
評
論
と
創
作
の
関
係
を
辿

ろ
う
と
す
る
。

初
期
三
部
作
は
現
在
で
は
一
種
の
告
白
小
説
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
滞
在
経
験

二
五

の
報
告
に
代
わ
る
小
説
と
し
て
、
す
で
に
イ
メ
ー
ジ
の
定
着
し
て
し
ま
っ
た
感

が
あ
る
。
つ
ま
り
三
作
と
も
作
者
の
ド
イ
ツ
体
験
を
基
軸
と
す
る
と
い
う
共
通

性
の
上
に
、
『
錘
姫
』
は
彼
の
べ
ル
リ
ン
で
の
実
生
活
に
お
い
て
生
じ
た
恋
愛
関

係
を
^
濃
く
^
^
し
た
も
の
で
あ
り
、
^
う
た
か
た
の
^
^
は
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ

二
世
の
水
死
事
件
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
取
り
入
れ
、
他
の
部
分
は
一
応
の
モ

デ
ル
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
創
作
と
考
え
ら
れ
る
浪
漫
的
な
作
品
で
、

『
文
づ
か
ひ
』
は
こ
れ
も
『
独
逸
日
記
』
等
に
ょ
っ
て
モ
デ
ル
の
存
在
は
う
か
が

え
る
も
の
の
、
作
者
の
帰
国
後
の
不
幸
な
離
婚
体
験
を
反
映
す
る
と
い
う
性
格

づ
け
が
大
方
の
定
見
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
三
作
を
当
時
の
彼
の
評
論
の
主
張
と
照
合
し
て
み
る
と
、
ま
た

別
の
様
相
が
浮
か
び
上
っ
て
来
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
個
々
に
発
表
さ
れ
た
後

明
治
二
十
五
年
の
夏
『
水
沫
集
』
に
ま
と
め
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
こ
で
興
味

深
い
の
は
、
『
水
沫
集
』
は
本
来
、
一
言
で
言
え
ば
翻
訳
短
編
小
説
集
で
あ
る

の
に
、
そ
の
中
に
こ
の
三
作
が
他
の
翻
訳
小
説
と
配
列
上
特
に
区
別
さ
れ
る
わ

け
で
も
な
く
、
さ
り
げ
な
く
^
を
並
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
鵬
^
に

は
、
こ
の
創
作
と
翻
訳
と
の
差
異
の
意
識
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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と
初
期
三
部
作
1

そ
の
理
由
と
し
て
、
一
っ
に
は
、
ま
だ
新
時
代
の
文
学
作
品
の
た
め
の
文
体
が

定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
「
新
し
い
国
語
文
体
の
模
索
.

把
握
・
確
立
と
い
ふ
作
業
過
程
に
於
て
払
ふ
苦
心
の
点
で
創
作
と
翻
訳
と
の
間

に
甚
し
い
逕
庭
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
成
果
・
功
績
に
就
て
も
同
様
な

(
2
)

見
方
が
支
配
し
て
ゐ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
」

実
際
、
我
々
は
鵬
外
の
作
品
展
望
に
際
し
て
、
初
期
三
部
作
の
印
象
か
ら
、

初
め
に
雅
文
体
あ
り
き
と
思
い
が
ち
だ
が
、
実
は
翻
訳
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、

磯
貝
氏
の
指
摘
の
如
く
、
含
い
わ
ゆ
る
言
文
一
致
体
の
諸
作
の
方
が
先
に
発
表

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
彼
は
文
体
上
、
幾

つ
か
の
試
み
を
行
い
つ
っ
、
創
作
に
は
逆
行
的
に
雅
文
体
を
適
用
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

だ
が
^
に
^
^
氏
の
一
言
う
よ
う
に
、
こ
こ
に
^
者
の
小
説
技
法
上
の
自
信
が

表
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
そ
れ
で
は
若
き
鵬
外
は
『
錘
姫
』

以
下
の
三
っ
の
創
作
を
1
明
治
二
十
三
年
の
文
壇
に
対
し
、
自
分
の
ド
イ
ツ
時

代
の
短
編
小
説
に
就
て
の
理
論
的
研
究
の
成
果
と
し
て
、
新
時
代
の
文
学
の
様

式
と
趣
味
と
は
か
く
あ
る
べ
し
、
と
ば
か
り
に
つ
き
つ
け
た
、
と
い
ふ
こ
と
な
の

で
あ
ら
う
か
。
少
し
大
胆
の
様
で
あ
る
が
答
は
『
然
り
』
で
あ
る
。
」
'
そ

う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
背
後
に
小
説
の
理
論
的
研
究
が
あ
り
、
そ
れ
を
士
台
と

し
て
創
作
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
三
作
の
、
特
に
『
錘
姫
』
に
お

い
て
そ
の
傾
向
の
著
し
い
、
素
材
と
作
者
の
間
の
伝
記
的
事
実
関
係
の
検
証
を
離

れ
た
、
純
粋
に
小
説
技
法
的
観
点
か
ら
の
検
討
が
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

そ
の
理
論
が
幾
っ
か
の
評
論
に
展
開
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ

と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

)
の
九
月

鵬
外
が
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し
た
の
は
明
治
二
十
一
年
(
一

水
内
透

だ
が
、
早
く
も
そ
の
四
箇
月
後
の
翌
二
十
二
年
一
月
に
、
後
に
『
医
学
の
説
よ

り
出
で
た
る
小
説
論
』
と
改
題
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
小
説
論
』
を
発
表
し
て

い
る
。
こ
れ
は
彼
の
留
守
中
に
新
時
代
の
文
学
の
理
論
的
指
標
と
し
て
の
位
置

を
獲
得
し
た
感
の
あ
る
、
坪
内
造
遥
の
『
小
説
神
髄
』
に
触
発
さ
れ
た
も
の
ら

し
い
が
、
造
遥
が
一
切
の
虚
構
や
空
想
を
離
れ
た
写
実
を
主
張
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
現
実
に
素
材
を
取
ろ
う
と
も
、
文
学
創
造
の
源
泉
は
結
局
、
人
間
の

想
像
力
に
あ
る
と
説
い
た
も
の
で
、
後
述
の
小
説
の
分
類
の
際
に
も
こ
の
趣
旨

は
一
貫
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
四
箇
月
後
に
出
さ
れ
た
『
文
学
卜
自
吠
盆
肌
厶
』

で
は
芸
術
の
美
は
道
徳
の
彼
岸
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
場
合
に
ょ
っ

て
は
文
学
は
「
醜
」
を
も
許
容
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
今
か
ら
見
る
と
、
特
に

錘
姫
論
争
を
知
っ
た
後
で
は
、
自
己
の
創
作
が
そ
の
よ
う
罷
ま
れ
る
期
待
の

布
石
と
も
取
れ
て
、
や
や
皮
肉
の
感
を
禁
じ
得
な
い
。
そ
の
他
に
、
雑
誌
『
文

学
評
論
・
柵
草
子
』
に
記
載
さ
れ
た
『
し
が
ら
み
草
子
の
本
領
を
論
ず
』
、
あ

る
い
は
『
演
劇
改
良
論
の
偏
見
に
驚
く
』
等
も
無
論
含
ま
れ
よ
う
が
、
今
、

初
期
の
創
作
と
の
関
係
で
こ
こ
に
取
上
げ
る
の
は
『
現
代
諸
家
の
小
需
を
読

む
』
で
あ
る
。
こ
の
評
論
は
題
名
か
ら
判
断
す
る
と
、
諸
小
説
の
評
論
に
更
に

論
^
を
加
え
た
だ
け
、
と
い
う
感
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
実
態
は
^
々
の
^
洲
^
を

行
っ
て
問
題
提
起
し
つ
っ
、
彼
自
身
の
小
説
観
を
体
系
的
に
展
開
し
た
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ま
ず
次
の
部
分
が
注
目
を
惹
く
。

「
余
等
は
窃
に
他
の
分
類
法
を
使
ふ
こ
と
の
必
要
を
感
じ
た
り
。
何
ぞ
や
。

単
稗
と
複
稗
と
の
別
是
な
り
。

夫
れ
小
説
の
材
は
人
事
な
り
。
人
情
と
世
態
と
な
り
。
故
に
其
叙
法
に
二
種

の
別
を
生
じ
た
り
。
或
は
一
人
若
く
は
数
人
の
事
を
叙
し
て
、
こ
れ
と
倶
に
詳

に
当
時
の
国
運
世
態
に
及
び
、
或
は
一
人
若
く
は
数
人
の
事
を
叙
し
て
、
当
時

二
六

ノ＼
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の
国
運
世
態
の
如
き
は
、
多
く
こ
れ
を
省
略
し
、
縦
令
之
を
言
ふ
も
、
僅
に
其

依
稀
た
る
影
象
を
見
は
す
に
過
ぎ
ず
。
彼
に
於
い
て
は
彩
多
の
人
生
の
圏
線
交

錯
層
畳
し
て
、
許
多
の
榮
結
と
分
解
と
を
写
し
、
此
に
於
い
て
は
人
生
の
単
圏

中
に
て
生
ず
る
一
榮
結
、
一
分
解
を
写
す
。
此
榮
結
に
は
風
俗
に
依
り
、
運
命

に
依
り
、
又
一
個
人
の
性
質
に
依
る
も
の
あ
る
べ
し
。
(
工
ゆ
誘
ゆ
=
温
ズ
異
N
、

Z
0
ぐ
ゆ
一
一
曾
習
冨
甜
、
崗
ヨ
一
企
言
二
⑫
)
彼
を
複
稗
と
い
ふ
。
独
逸
詩
家
の
所
謂

「
ロ
マ
ア
ン
」
是
な
り
。
之
を
単
稗
と
い
ふ
。
独
逸
詩
家
の
所
謂
「
ノ
ヱ
ル
レ
」

白
疋
な
り
0

複
稗
の
例
を
挙
げ
ん
か
。
我
邦
に
は
源
氏
物
語
の
如
き
あ
り
。
・
・
・
独
逸
に
は

ギ
ョ
オ
テ
の
「
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
、
マ
イ
ス
テ
ル
」
、
1
又
単
稗
の
例
を
挙
げ
ん
か
。

我
邦
に
は
竹
取
物
語
の
古
き
よ
り
、
・
:
」

こ
れ
は
読
売
新
聞
が
そ
の
社
説
に
お
い
て
、
人
の
心
理
を
観
察
し
て
「
応
用

心
理
学
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
描
い
た
場
合
は
「
ス
ケ
ツ
チ
」
で
あ
っ
て
、

「
ノ
エ
ル
」
で
は
な
い
。
小
説
と
い
う
に
は
更
に
「
昨
琢
」
を
経
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
と
主
張
し
、
坪
内
造
遥
が
「
新
小
説
」
に
お
い
て
、
「
ロ
オ
マ
ン
ス
」

と
「
ノ
エ
ル
」
の
分
類
を
説
い
て
、
前
者
は
「
奇
怪
荒
唐
な
る
時
代
物
」
で
あ

り
、
後
者
は
「
概
し
て
世
話
物
の
道
理
に
合
ひ
且
人
情
の
切
な
る
も
の
」
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
論
を
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
単
に
長
短
に
基
い
た
の
で

は
な
い
と
す
る
「
他
の
分
類
法
」
の
提
案
解
説
で
あ
る
。
複
稗
と
単
稗
の
名

称
は
そ
の
後
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
現
在
の
長
編
小
説
と
短
編
小
説

に
相
当
す
る
の
で
、
当
時
と
し
て
は
新
し
い
概
発
っ
た
。
そ
し
て
括
弧
を
付

し
て
出
典
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
滞
在
中
の
勉
学
の

成
果
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

鵬
外
と
文
学
と
の
関
り
を
追
っ
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
へ
出
発
す
る
ま
で
は
、

自
伝
的
色
彩
の
濃
い
小
説
に
「
そ
れ
か
ら
机
の
下
に
忍
ば
せ
た
の
は
、
卓
丈
雑
記

が
十
冊
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
貸
本
屋
の
持
っ
て
ゐ
た
最
も
高
尚
な
も

の
は
、
こ
ん
な
風
な
随
筆
類
で
、
僕
の
や
う
に
馬
琴
京
傅
の
小
説
を
卒
業
す
る

と
、
随
筆
読
に
な
る
よ
り
外
な
い
の
で
あ
る
。
」
(
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
)
と
あ

る
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
の
状
況
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
医
学
部
の
学
生
の
頃
に
ハ
ウ
フ
(
三
一
牙
一
ヨ
エ
ミ
ニ
器
N
.
§
の
短
編

『
隊
商
』
(
立
ゆ
ズ
§
乏
§
)
の
序
文
と
そ
の
中
の
一
小
編
「
切
落
さ
れ
た
手

の
話
」
§
ゆ
兇
曽
三
品
§
工
N
且
)
を
漢
文
体
に
訳
し
て
『
盗
侠
行
獨
逸
稗

史
』
と
し
て
「
東
洋
学
芸
誰
」
に
投
稿
し
、
『
水
沫
集
』
に
も
附
録
の
形
で

収
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
語
学
の
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、

何
ら
か
の
主
体
的
興
味
で
選
び
出
し
た
一
篇
と
は
思
わ
れ
な
い
。
だ
か
ら
彼
は

ド
イ
ツ
到
着
後
ほ
と
ん
ど
い
き
な
り
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
触
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
出
発
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
す
で
に
到
着
の
年
の
夏
期
休
暇
中
に

は
、
「
加
木
上
の
洋
書
は
已
に
百
七
十
余
巻
の
多
き
に
至
る
。
鎖
校
以
来
、
暫
時

閑
暇
な
り
。
手
に
隨
ひ
て
経
閲
す
。
其
適
言
ふ
可
か
ら
ず
。
温
胸
決
朏
の
文
に

は
希
臘
の
大
家
ソ
フ
ォ
ク
レ
エ
ス
、
オ
イ
リ
ピ
デ
エ
ス
、
エ
ス
キ
ユ
ロ
ス

m
§
0
五
吊
、
問
異
§
住
ゆ
m
、
ン
ゆ
m
乏
一
o
m
 
の
伝
奇
あ
り
。
・
:
ダ
ン
テ
ロ
N
三
ゆ
の

神
曲
 
9
ヨ
§
は
幽
味
に
し
て
恍
惚
、
ギ
ヨ
オ
テ
 
0
0
ゆ
芽
Φ
の
全
集
は
宏

壮
に
し
て
偉
大
な
り
。
誰
か
来
り
て
余
棄
を
分
っ
者
ぞ
。
」
(
独
逸
日
記
明

8
.
玲
)
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
し
て
も
、
恐
る
べ
き
熱
意
と

玲
.

興
味
、
速
さ
で
読
み
抜
い
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
ド
イ
ツ
は
皇
帝

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
治
下
で
資
本
主
義
の
勃
興
期
に
あ
り
、
商
工
業
の
躍

進
目
覚
ま
し
く
、
自
然
科
学
は
世
界
の
第
一
線
に
躍
り
出
る
発
達
を
遂
げ
、
教

育
の
普
及
、
活
発
な
文
化
的
発
展
が
多
く
の
教
養
人
種
を
生
み
出
し
つ
っ
あ
る

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
八
号

一
九
九
二
年
三
月

二
七

〔344〕



森
鴎
外
研
究
1
小
説
理
論
と
初
期
三
部
作
1

時
代
だ
っ
た
。
昼
間
は
自
己
の
仕
事
に
没
頭
し
て
現
在
の
生
活
を
堅
実
に
築
き
、

そ
の
後
は
学
問
や
芸
術
の
趣
味
に
い
そ
し
ん
で
、
教
養
を
培
う
こ
と
を
誇
っ
た

市
民
の
時
代
で
あ
る
。
元
来
文
学
趣
味
を
持
っ
て
い
た
鵬
外
は
、
読
書
や
観
劇

が
一
流
神
士
の
条
件
で
あ
る
と
知
っ
て
驚
き
も
し
、
力
づ
け
ら
れ
も
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

彼
の
滞
独
中
の
読
書
に
つ
い
て
は
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

よ
る
と
、
そ
の
傾
向
は
先
の
『
独
逸
日
記
』
の
巽
の
よ
う
に
、
一
方
に
ギ
リ

シ
ャ
古
典
時
代
の
悲
喜
劇
や
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ゲ
ー
テ
等
の
ド
イ
ツ
古
典
が
核
と

な
っ
て
い
て
、
他
方
の
核
と
し
て
、
現
代
の
多
く
の
短
編
小
説
(
之
§
§
の

あ
る
こ
と
が
注
目
を
惹
く
。
そ
し
て
こ
ち
ら
は
主
と
し
て
、
先
に
引
用
の
、
か

つ
こ
内
の
注
に
記
さ
れ
て
い
た
パ
ウ
ル
・
ハ
イ
ゼ
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ク
ル
ッ
共
編

の
『
ド
イ
ツ
短
編
珠
玉
集
』
全
二
十
四
巻
、
そ
れ
に
ハ
イ
ゼ
、
ラ
イ
ス
ナ
ー
共

編
の
『
新
ド
イ
ツ
短
編
珠
玉
集
』
(
Z
舎
舎
口
ゆ
三
m
今
曾
 
Z
0
ぐ
ゆ
=
曾
火
冨
甜
)

全
二
十
四
巻
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
の
ド
イ
ツ
は
新
聞
雑

誌
を
含
め
て
世
界
一
と
伝
え
ら
れ
る
出
版
量
を
誇
り
、
娯
楽
的
な
色
彩
の

濃
い
多
く
の
通
俗
作
家
が
活
躍
し
て
い
た
。
有
名
な
レ
ク
ラ
ム
文
庫
の
創
刊
は

一
八
六
七
年
だ
し
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
書
店
の
創
立
は
一
八
八
六
年
で
あ
る
。

鴎

外
が
短
編
小
説
に
没
頭
し
た
の
は
、
無
論
彼
自
身
が
そ
こ
に
大
い
に
興
味
を
見

出
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
そ
の
環
境
が
そ
の
よ
う
に
さ
せ
た

の
だ
、
七
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
十
九
世
紀
の
後
半
は
短
編
小

説
が
隆
盛
を
極
め
て
、
俗
受
け
す
る
群
小
の
作
家
に
押
さ
れ
な
が
ら
も
、
 
T

シ
ユ
ト
ル
ム
、
 
G
ケ
ラ
ー
、
 
C
F
マ
イ
ヤ
ー
等
の
精
緻
な
短
編
小
説
で
名
を

上
げ
た
作
家
た
ち
が
文
学
史
に
名
を
留
め
る
こ
と
に
な
っ
た
時
代
だ
っ
た
の
だ
。

今
日
の
短
編
小
説
は
戯
曲
の
姉
妹
芸
術
で
あ
る
と
い
う
、
シ
ユ
ト
ル
ム
の
時
代
認

水
内
透

識
に
基
く
指
摘
も
知
ら
れ
て
い
る
し
、
(
6
理
論
的
研
究
も
大
い
に
進
め
ら
れ
た
。

ウ
ル
.
ハ
イ
ゼ
舟
N
三
工
旦
器
易
谷
1
邑
e
 
は
現
代
で
は
『
ラ
ラ
ビ
ア
ー

パタ
』
(
一
、
ン
岳
立
§
一
祭
)
一
編
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
た
作
家
で
あ

る
と
一
言
っ
て
も
よ
い
が
、
ド
イ
ツ
最
初
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
髪
員
者
(
一
九
一
 
9

で
あ
っ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
当
時
は
非
常
に
愛
読
さ
れ
た
作
家
で
も
あ
っ

た
。
ハ
イ
ゼ
が
短
編
集
を
編
ん
だ
の
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
乗
っ
た
娯
楽
中

心
の
大
衆
文
学
の
氾
濫
に
一
石
を
投
ず
る
高
を
以
っ
て
、
芸
術
的
完
成
度
の

高
い
作
品
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
ら
し
く
、
鵬
外
が
そ
れ
を
熟
読
し
た

の
も
、
だ
か
ら
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
短
編
集
に
ど
れ
ほ

ど
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
は
、
帰
国
後
の
短
編
翻
訳
集
『
水
沫
集
』
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

し
か
し
恐
ら
く
最
初
は
も
っ
ぱ
ら
各
作
品
そ
の
も
の
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
関

心
も
や
が
て
文
学
理
論
の
方
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
の
流
れ
で

あ
る
。
ハ
イ
ゼ
の
短
編
集
に
は
彼
独
自
の
短
編
小
説
論
を
展
開
し
た
有
名
な
序

文
が
っ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
新
鮮
な
感
動
と
と
も
に
夢
中
磊
ん
で

い
た
の
が
、
や
が
て
は
個
々
の
作
品
に
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
感
想
を
抱
く
よ
う

に
な
る
。
そ
こ
へ
こ
の
序
文
に
触
れ
て
、
歴
史
的
、
理
論
的
に
整
理
す
る
手
が

か
り
を
乍
侍
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
相
^
に
難
く
な
い
。
そ
う
し
て
^
な
り
の
短
編

小
説
観
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
端
が
先
に
引
用
し
た
評

論
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
説
そ
の
も
の
が
市
民
社
会
の
勃
興
に
伴
っ
て
発
展
し
て
来
た
ジ
ャ
ン
ル
で

ノ
ヴ
エ
レ

あ
る
か
ら
、
短
編
小
説
の
成
立
は
比
較
的
新
し
い
。
十
八
世
紀
後
半
に
ヴ
ィ
ー

ラ
ン
ト
や
ゲ
ー
テ
が
童
話
風
な
物
語
と
区
別
し
て
こ
の
形
式
を
試
み
て
い
る
が
、

そ
の
概
念
が
理
論
的
に
明
確
な
形
を
取
っ
て
来
た
の
は
初
期
ロ
マ
ン
派
以
来
で

ニ
ノ

〔34幻
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森
鵬
外
研
究
1
小
説
理
論
と
初
期
三
部
作
1

う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
ゼ
は
こ
れ
を
「
く
つ
き
り
と
し
た
シ
ル
エ
ッ
ト
」
(
ゆ
ヨ
ゆ

旨
冨
 
m
一
一
ず
0
斥
箒
)
と
絵
画
用
語
で
説
明
し
て
い
る
。
一
言
い
変
え
れ
ば
、
例

え
ば
ボ
ッ
カ
チ
オ
の
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
に
お
け
る
各
話
の
冒
頭
に
簡
潔
な
見
出

と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
モ
チ
ー
フ
の
内
容
を
幾
行
か
に
巧
み
に
要
約

出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
文
芸
学
で
司
N
ず
ゆ
一

と
呼
ぶ
も
の
の
(
9
)
要
請
で
あ
る
が
、
ハ
イ
ゼ
は
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
の
五
日
目
の

第
九
話
の
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

閤
霊
曾
一
⑳
0
 
ミ
一
一
ン
寺
ゆ
二
容
一
一
一
ゆ
巨
、
0
雪
ゆ
 
0
Φ
⑩
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円
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円
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⑩
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ゆ
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工
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ゆ
言
ル

ず
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=
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=
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ヨ
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映
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司
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ず
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ご
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⑳
 
m
ゆ
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m
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m
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N
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曾
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円
一
耳
ず
ゆ
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↓
一
m
δ
=
Φ
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ゆ
ゆ
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N
=
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仁
=
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ヨ
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ヨ
エ
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N
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耳
ゆ
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ぐ
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ヨ
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一
ゆ
崗
一
ゆ
ヨ
曾
岳
ゆ
ヨ
曾
ヨ
ヨ
曾
ル
含
言
住
ゆ
斗
『
ゆ
三
一
n
ず
ゆ
=

Z
0
ぐ
ゆ
一
一
ゆ
、
ヨ
ル
典
ル
N
m
 
m
n
立
6
ズ
鉛
一
 
N
乏
念
円
冨
曾
m
6
=
含
ル
三
6
ず
ゆ
ヨ
ゆ

讐
切
円
ゆ
 
N
鳳
巴
一
m
乏
含
号
コ
四
ユ
一
ゆ
 
N
ず
曾
ル
一
ゆ
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N
鑓
五
円
ゆ
含
ゆ
{
円
含
一
1

乏
片
片
ゆ
=
、
ミ
m
 
一
一
ゆ
ず
ゆ
誘
乏
曾
ル
一
伽
m
岳
 
m
一
δ
=
<
0
=
含
ル
ゆ
鵄
(
L

「
フ
エ
デ
リ
ゴ
・
ア
ル
ベ
り
ギ
は
片
思
い
を
し
て
い
る
。
騎
士
に
適
わ
し
い
求

愛
を
す
る
う
ち
に
彼
は
財
産
を
使
い
果
し
て
し
ま
い
、
今
や
た
っ
た
一
羽
の
鷹

が
残
る
だ
け
と
な
る
。
彼
が
求
愛
し
て
い
た
貴
婦
人
が
た
ま
た
ま
彼
の
家
を
訪

れ
た
際
、
彼
に
は
他
に
何
も
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
鷹
を
料
理
し
て
食
卓
に
供

す
る
。
貴
婦
人
は
彼
の
し
た
こ
と
を
知
る
と
、
俄
か
に
気
持
を
入
れ
変
え
て
、

水
内
透

求
婚
し
、
財
産
を
委
ね
る
こ
と
に
ょ
っ
て
彼
の
愛
に
報
い
る
。
ー
こ
の
僅
か
な

数
行
の
間
に
、
感
動
的
で
心
楽
し
く
す
る
短
編
小
説
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
見
出

さ
な
い
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
短
編
に
は
、
二
人
の
人
間
の
運
命
が
、
外

的
な
偶
然
的
転
換
点
に
ょ
っ
て
極
め
て
好
も
し
く
完
結
し
、
ま
た
そ
の
人
物
の

性
格
が
並
々
な
ら
ぬ
深
さ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
そ
し
て
ハ
イ
ゼ
は

こ
の
簡
潔
な
要
約
に
一
度
で
も
目
を
通
し
た
者
は
、
こ
の
さ
さ
や
か
な
小
話
を

忘
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
結
ん
で
い
る
。

フ
エ
デ
リ
ゴ
は
唯
一
の
財
産
で
あ
る
鷹
を
料
理
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
自
己
の

愛
の
深
さ
を
悟
ら
せ
、
貴
婦
人
の
愛
を
獲
得
す
る
。
こ
の
二
人
の
人
間
関
係
を

鷹
が
根
本
的
に
変
え
て
し
ま
う
。
ハ
イ
ゼ
は
こ
の
「
鷹
」
を
「
外
的
な
偶
然
的

転
換
点
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
「
外
的
」
と
い
う
言
葉
で
登
場
人
物
の
性
格
と

世
界
観
を
越
え
た
運
命
的
な
大
き
さ
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

)
、

力凡
そ
人
間
の
計
り
知
れ
な
い
偶
然
の
要
因
に
ょ
っ
て
、
人
物
の
運
命
が
変
え
ら

れ
る
契
機
事
件
の
描
出
が
、
ハ
イ
ゼ
の
短
編
小
説
理
論
の
中
心
的
主
張
だ
っ

た
。
た
だ
彼
は
こ
れ
ほ
ど
単
^
な
形
式
が
、
今
日
の
^
雑
な
生
活
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
主
題
に
当
て
は
ま
る
と
は
思
わ
れ
な
い
と
断
わ
り
つ
っ
、
そ
れ
で
も
豊

富
な
素
材
を
前
に
し
て
作
家
が
ど
こ
に
「
鷹
」
が
い
る
か
、
即
ち
他
の
作
品
か

ら
区
別
す
る
固
有
性
特
殊
性
を
考
え
て
み
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
.

と
こ
ろ
で
、
鵬
外
の
文
学
評
論
に
す
で
に
最
初
の
『
小
説
論
』
か
ら
そ
の
名

が
登
場
し
て
、
彼
の
文
学
観
の
形
式
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
判
明
し

て
い
る
文
学
者
に
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
(
刃
区
0
一
{
ぐ
0
出
 
n
0
牙
今
巴
一
一
器
t
一
中
亀
)

が
い
る
。
こ
の
名
も
現
在
で
は
目
に
触
れ
る
こ
と
す
ら
稀
に
な
っ
て
い
る
が
、

鵬
外
の
滞
独
し
た
一
八
八
0
年
代
に
は
作
家
評
論
家
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。

特
に
そ
の
[
詩
学
」
発
0
ゆ
芽
易
器
)
が
鵬
外
の
初
期
の
評
論
『
文
学
卜
自

三
0
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然
ヲ
読
厶
』
『
再
び
自
然
崇
拝
者
に
質
す
』
の
背
後
に
あ
る
こ
と
が
比
較
研
究

に
ょ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
五
今
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
そ

の
中
の
短
編
小
需
で
あ
る
。

ノ
ヴ
エ
レ

ク
ノ
ー
テ
ン

「
短
編
で
は
た
っ
た
一
っ
の
結
節
点
(
事
件
)
が
起
き
、
そ
し
て
解
決
す
る
様

ノ
ヴ
エ
レ

子
が
描
か
れ
る
。
従
っ
て
短
編
に
は
豊
富
な
虚
構
や
見
事
な
た
く
ら
み
、
大
胆

ノ
ヴ
エ
レ

な
賭
け
や
緊
密
な
構
成
と
い
っ
た
も
の
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
短
編
は
娯
楽

の
要
素
を
持
っ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
娯
楽
的
要
素
は
機
知
に
富
ん
だ
も

ノ
ヴ
エ
レ

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
短
編
は
他
な
ら
ぬ
短
い
と
い
う
こ
と
に
ょ
っ
て
、

辛
練
で
激
し
い
作
用
を
及
ぽ
す
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
時
代
や
人
生
の
意
味
深
い

姿
を
読
者
に
示
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
偶
然
の
要

素
(
N
鳳
巴
一
)
が
一
点
に
収
斂
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
・
:
一
番
最
近
で
は
、

ノ
ヴ
エ
レ

ノ
ヴ
エ
レ

特
に
パ
ウ
ル
・
ハ
イ
ゼ
が
短
編
を
進
歩
さ
せ
た
。
彼
は
短
編
に
対
し
て
多
く
は

芸
術
的
な
表
現
様
式
を
与
え
、
微
妙
な
、
そ
れ
で
い
て
洗
練
さ
れ
た
心
理
的
問

(
3
)

題
を
こ
の
形
式
の
中
で
扱
っ
た
。
」

ハ
イ
ゼ
の
名
を
挙
げ
て
そ
の
功
績
を
称
え
て
い
る
よ
う
に
、
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル

も
ハ
イ
ゼ
の
「
鷹
」
と
同
様
の
偶
然
の
要
素
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
二
人
か
ら
大
き
く
そ
の
短
編
小
説
理
論
の
構
築
を
負
う

て
い
る
鵬
外
の
創
作
に
、
直
接
の
言
及
が
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
影
が
見
ら
れ
な

い
筈
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
初
期
三
部
作
の

検
討
を
試
み
た
い
。
ハ
イ
ゼ
あ
る
い
は
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
の
短
編
理
論
が
、
特
に

「
外
的
な
偶
然
的
転
換
点
」
を
中
心
と
し
て
、
こ
の
三
作
に
ど
の
よ
う
に
活
用

さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
ゅ
く
の
奈
、
仔
細
に
見
る
と
、
他
に
も
色
々
な
技
巧

が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

ま
ず
『
錘
姫
』
の
全
体
の
約
五
分
の
一
に
相
当
す
る
部
分
峡
作
品
本
来
の

三
一

出
来
事
の
前
置
き
で
あ
る
。
語
り
手
が
い
き
な
り
現
在
打
ち
ひ
し
が
れ
て
ぃ
る
情

況
を
語
り
出
し
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
で
の
あ
る
事
件
の
た
め
だ
が
、
そ
の
理
解
に

は
そ
れ
ま
で
の
経
過
と
、
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
自
己
の
性
格
を
知
っ
て
い
て
欲

し
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
事
件
の
進
行
し
た
過
去
の
時
間
と
そ
れ
を

回
想
す
る
現
在
の
時
間
と
い
う
二
っ
の
時
間
の
往
復
を
前
以
っ
て
断
っ
て
ぃ
る
。

こ
の
技
法
は
特
別
珍
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
一
っ
の
短
編
小
説
作

法
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
鴎
外
が
偶
然
か
意
図
的
か
不
明
だ

が
あ
ら
か
じ
め
説
い
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

「
結
構
に
重
き
を
置
く
べ
き
は
、
固
よ
り
詩
賦
に
於
い
て
皆
こ
れ
あ
り
。
小

説
独
り
然
ら
ざ
ら
む
や
。
然
れ
ど
も
其
様
式
に
拘
泥
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
も
、
又

小
説
に
若
く
は
な
し
。
小
説
は
殊
に
其
初
に
て
突
然
紛
錯
し
た
る
人
事
の
中
堅

を
衝
き
、
此
視
点
よ
り
前
後
に
補
助
す
る
こ
と
多
し
。
彼
戯
曲
行
為
の
節
々
相

畳
ね
、
歩
々
相
接
し
た
る
が
如
き
に
あ
ら
ず
。
国
学
家
は
こ
れ
を
並
び
と
名
づ
く
。

こ
の
自
由
は
小
説
に
於
い
て
殊
に
著
く
、
単
稗
に
於
い
て
愈
又
著
し
。
」
(
今

の
批
評
家
の
詩
眼

読
者
を
直
ち
に
事
件
の
真
只
中
に
連
れ
込
む
、
現
在
で
は
分
折
的
手
法
と
い

わ
れ
る
技
巧
だ
が
、
こ
れ
は
同
時
に
先
に
述
べ
た
、
そ
の
事
件
に
「
特
徴
的
な

も
の
独
持
の
も
の
を
暗
に
含
ま
せ
た
形
で
発
端
に
於
い
て
示
し
て
い
る
」
と
い

う
要
求
を
満
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
事
実
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま

り
す
で
に
舞
台
の
開
幕
と
同
時
に
、
読
者
に
悲
劇
的
な
葛
藤
の
方
向
が
予
感
さ
れ
、

そ
の
た
め
に
緊
張
感
の
一
局
ま
り
が
次
第
に
強
ま
っ
て
、
破
局
の
必
然
を
支
え

る
構
造
と
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
く
つ
き
り
と
し
た
シ
ル
エ
ッ
ト
」

を
『
錘
姫
』
の
前
提
部
が
す
で
に
投
影
し
て
い
る
。
そ
れ
は
語
り
手
の
覚
醒
し

た
自
我
の
内
部
に
潜
む
脆
弱
な
部
分
で
あ
り
、
「
弱
く
ふ
び
ん
な
る
心
」
と
か
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域
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森
鴎
外
研
究
1
小
説
理
論
と
初
期
三
部
作
1

「
特
操
な
き
心
」
あ
る
い
は
「
我
が
本
性
」
と
繰
返
さ
れ
て
い
る
言
葉
か
ら
生

ま
れ
る
予
感
の
構
造
で
あ
る
。
「
鳴
呼
、
彼
も
一
時
。
舟
の
横
浜
を
離
る
、
ま

で
は
、
天
晴
豪
傑
と
思
ひ
し
身
も
、
せ
き
あ
へ
ぬ
涙
に
手
布
を
濡
ら
し
つ
る
を

我
れ
乍
ら
怪
し
と
思
ひ
し
が
、
こ
れ
ぞ
な
か
く
に
我
本
性
な
り
け
る
。
」

要
す
る
に
、
自
分
の
気
が
弱
か
っ
た
か
ら
^
つ
た
悲
劇
な
の
だ
と
前
も
っ
て

予
告
し
て
か
ら
エ
リ
ス
と
の
関
係
を
語
り
始
め
て
い
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
葛

藤
が
生
じ
、
破
局
に
向
う
の
か
読
者
の
期
待
を
呼
び
起
し
、
関
心
を
持
続
さ
せ

て
ゅ
く
の
だ
が
、
そ
の
破
局
を
も
た
ら
す
「
偶
然
的
転
換
点
」
は
ど
れ
か
。
こ

こ
で
先
の
ハ
イ
ゼ
の
例
に
な
ら
っ
て
司
N
ず
ゆ
一
に
ま
と
め
て
み
る
と
、

「
一
人
の
外
国
公
館
に
勤
め
る
外
国
人
の
男
が
あ
る
貧
し
い
踊
り
子
と
恋
愛

関
係
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
彼
は
職
を
解
か
れ
、
踊
り
子
と
と
も
に
暮
す
よ

う
に
な
る
。
踊
り
子
が
妊
娠
し
た
頃
男
の
友
人
が
そ
の
国
の
高
官
に
随
行
し

て
来
訪
し
、
男
に
娘
を
捨
て
て
帰
国
し
、
栄
誉
の
道
に
就
く
こ
と
を
勧
め
る
。

思
い
悩
ん
だ
男
は
雪
の
中
を
う
ろ
つ
き
回
り
、
そ
の
た
め
に
高
熱
を
発
し
て
人

事
不
省
と
な
る
。
そ
の
間
尋
ね
て
来
た
友
人
が
娘
に
事
実
を
告
げ
た
の
で
、
娘

は
狂
気
と
な
り
、
や
が
て
男
は
帰
国
す
る
。
」

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
偶
然
は
幾
っ
も
重
な
っ
て
い
る
が
、
帰
国
か
、
永
住

か
を
決
め
か
ね
る
優
柔
不
断
の
心
に
外
部
か
ら
決
定
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
人

事
不
省
の
間
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
転
換
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
男
は
自
ら
決
定

し
た
の
で
は
な
く
、
葛
^
の
^
^
は
^
^
叩
的
に
一
^
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

解
決
が
鴎
外
の
短
編
理
弛
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
彼
自
身
の
弁
明
か
ら
も
読

み
取
れ
る
。

「
処
女
を
敬
す
る
心
と
、
不
治
の
精
神
病
に
係
り
し
女
を
其
母
に
委
托
し
、
存

活
の
資
を
残
し
て
去
る
心
と
は
、
何
故
に
両
立
す
べ
か
ら
ざ
る
か
。
若
太
田
が

水
内
透

エ
リ
ス
を
棄
て
た
る
は
、
エ
リ
ス
が
狂
す
る
前
に
在
り
て
、
其
処
女
を
敬
し
た

る
昔
の
心
に
負
き
し
は
こ
、
な
り
と
い
は
ゞ
、
是
れ
弱
性
の
人
の
境
遇
に
駆
ら

る
、
状
を
解
せ
ざ
る
言
の
み
。
太
田
は
弱
し
。
其
大
臣
に
諾
し
た
る
は
事
実
な

れ
ど
、
彼
に
し
て
家
に
歸
り
し
後
に
人
事
を
省
み
ざ
る
病
に
櫂
る
こ
と
な
く
、

又
エ
リ
ス
が
狂
を
発
す
る
こ
と
も
あ
ら
で
相
語
る
を
り
も
あ
り
し
な
ら
ば
、
太

田
は
或
は
歸
東
の
念
を
断
ち
し
も
亦
知
る
可
ら
ず
。
彼
は
此
念
を
断
ち
て
大

臣
に
對
し
て
面
目
を
失
ひ
た
ら
ば
、
或
は
深
く
懸
患
し
て
自
殺
せ
し
も
亦
知
る

可
ら
ず
。
寂
獲
も
亦
能
く
命
を
捨
っ
。
況
や
太
田
生
を
や
。
其
か
く
な
り
ゆ
か
ざ

り
し
は
燒
倖
の
み
。
此
意
を
推
す
と
き
は
、
太
田
が
処
女
を
敬
せ
し
心
と
、
其
歸
東

の
心
と
は
、
其
両
立
す
べ
き
こ
と
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。
(
錘
姫
に
就
き
て
気
取
半
之
丞

に
与
ふ
る
書
明
器
・
 
4
)

こ
の
主
張
に
即
し
て
考
え
て
み
て
も
、
主
人
公
太
田
は
冷
静
な
判
断
で
国
家

と
の
関
係
を
選
択
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
偶
然
で
あ
り
、

弓
)

弓
し

性
格
の
た
め
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
い
わ
ば
運
命
の
陥
穿
に
落
ち
た
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。
「
其
か
く
な
り
ゆ
か
ざ
り
し
は
燒
倖
の
み
。
」
こ
の
饒
倖
と

い
う
言
葉
で
作
者
は
外
的
な
偶
然
の
転
換
点
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

だ
か
ら
太
田
の
弱
い
性
格
そ
の
も
の
が
破
局
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
。
失

神
益
と
狂
気
が
転
換
点
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
弁
明
が
相
沢
謙
吉
の
名
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
作
中
人
物
の
中
で
論
述
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
世

界
の
中
に
身
を
置
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
で
見
た

「
燒
倖
」
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
外
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
動
機
づ
け
は
如
何
に

も
弱
く
、
御
都
合
王
義
に
見
え
る
。
従
来
作
品
に
出
さ
れ
た
疑
義
も
多
く
こ
の

点
を
巡
っ
て
い
る
の
も
故
無
し
と
し
な
い
。
し
か
し
ま
た
特
に
初
期
に
生
じ
た
、
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太
田
の
態
度
へ
の
道
徳
的
見
地
か
ら
の
批
判
を
そ
の
ま
ま
作
者
へ
向
け
る
混
同

へ
の
異
議
と
も
取
れ
る
。
つ
ま
り
作
品
世
界
の
自
律
性
の
主
張
で
あ
り
、
作
者

と
の
直
接
的
な
関
連
性
の
否
定
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
創
作
と
見
な
さ
れ
る
こ
と

へ
の
要
請
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
点
か
ら
見
る
と
『
う
た
か
た
の
記
』
は
三
作
の
中
で
最
も
堅
固
に
作
ら

れ
て
い
る
。

「
か
っ
て
出
会
っ
た
菫
売
り
の
少
女
を
モ
デ
ル
と
し
て
口
ー
レ
ラ
イ
風
の
絵

を
画
く
た
め
に
ミ
ユ
ン
ヘ
ン
へ
や
っ
て
来
た
一
人
の
外
人
画
学
生
が
、
成
人
し

た
少
女
と
再
会
す
る
。
そ
し
て
あ
る
湖
に
二
人
で
ボ
ー
ト
を
漕
ぎ
出
し
た
と
こ

ろ
へ
、
湖
岸
へ
散
歩
に
出
か
け
て
来
た
こ
の
国
の
王
が
少
女
に
、
か
つ
て
彼
慧

い
を
寄
せ
た
女
性
の
面
影
を
見
出
し
て
呼
び
か
け
た
の
で
、
少
女
は
驚
い
て
立

ち
上
が
っ
た
た
め
に
湖
水
に
落
ち
る
。
少
女
は
そ
の
女
性
の
娘
で
あ
っ
た
。
娘

は
死
に
、
王
も
溺
死
し
た
。
」

こ
の
ま
と
め
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
転
換
点
は
湖
水
で
の
マ
リ
ー
と
狂

気
の
国
王
と
の
遭
遇
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
経
過
の
一
切
が
こ
こ
へ
収
斂
す
る
。

『
錘
姫
』
の
分
析
的
手
法
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
時
間
秩

序
の
逆
転
が
二
度
あ
り
、
回
想
が
梗
入
さ
れ
、
現
在
の
状
況
を
導
い
た
事
件
の

糸
が
遡
行
的
に
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
い
る
。
一
っ
は
画
家
巨
勢
の
そ
れ
で
あ
り
、

他
は
女
主
人
公
マ
リ
ー
の
幼
年
期
か
ら
の
生
い
立
ち
を
語
る
部
分
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
ド
イ
ツ
語
な
ら
ば
過
去
完
了
の
時
制
が
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
ょ
っ
て
作
品
世
界
を
時
間
的
に
深
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。
巨
勢
の
場
合

は
や
が
て
物
語
ら
れ
る
現
在
の
時
間
に
統
合
さ
れ
、
一
方
の
線
と
な
る
が
、
他

は
そ
の
ま
ま
伏
線
と
し
て
残
り
、
こ
の
両
者
が
出
会
っ
た
時
点
が
転
換
点
と
な

り
、
破
局
を
惹
き
起
す
。
こ
の
構
成
は
見
事
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
三
作
の

中
で
も
っ
と
も
ハ
イ
ゼ
の
理
論
に
忠
実
と
一
言
っ
て
ょ
い
。

全
体
は
内
容
上
二
分
さ
れ
、
前
半
分
で
は
マ
リ
ー
が
果
し
て
巨
勢
の
探
し
求

め
る
少
女
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
い
が
物
語
に
強
い
緊
張
感
を
与
え
、
読

者
の
関
心
を
引
っ
張
っ
て
ゅ
く
。
そ
の
疑
問
は
徐
々
に
解
決
さ
れ
る
の
だ
が
、

緊
張
感
は
そ
の
ま
ま
持
続
し
て
、
そ
の
後
の
二
人
の
運
命
の
成
り
行
き
に
移
り

変
わ
っ
て
行
く
。
マ
リ
ー
が
巨
勢
を
促
し
て
シ
ユ
タ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
湖
に
向
か

う
馬
車
の
シ
ー
ン
は
、
浪
漫
的
な
気
分
が
強
く
支
配
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
湖

に
ボ
ー
ト
を
漕
ぎ
出
す
ま
で
の
描
写
は
こ
の
気
分
に
ょ
っ
て
緊
張
感
が
増
幅
さ

れ
、
読
者
の
期
待
を
高
め
る
。
そ
れ
が
最
高
度
に
張
り
詰
め
た
と
こ
ろ
で
国
王

の
出
現
が
あ
り
、
葛
藤
の
解
決
、
破
局
と
な
る
と
い
う
形
で
あ
る
。

全
体
は
ド
イ
ツ
の
都
市
の
景
観
住
民
の
風
俗
描
写
、
あ
る
い
は
浪
漫
的
な

雰
囲
気
の
高
揚
を
狙
い
と
す
る
様
々
な
美
術
的
説
明
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
な
が

ら
、
登
場
人
物
の
輪
郭
も
鋭
く
、
読
者
を
あ
か
せ
な
い
。
魅
力
あ
る
小
編
で
あ

る
0

以
上
見
て
来
た
限
り
で
は
、
こ
の
二
作
が
構
造
的
に
ハ
イ
ゼ
の
理
論
に
従
っ

て
い
る
の
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か
し
創
作
全
体
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
断

定
に
ち
ゅ
う
ち
ょ
を
覚
え
さ
せ
る
の
は
『
文
っ
か
ひ
』
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の

作
品
に
前
記
二
作
の
よ
う
な
転
換
点
が
見
出
さ
れ
な
い
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

「
あ
る
貴
族
の
娘
が
周
囲
の
決
め
た
婚
約
者
と
の
結
婚
を
嫌
い
、
た
ま
た
ま

知
り
合
っ
た
外
国
人
の
軍
人
を
通
じ
て
大
臣
婦
人
で
あ
る
叔
母
に
連
絡
を
取
り
、

首
尾
よ
く
宮
廷
の
女
官
と
な
る
こ
と
に
ょ
り
婚
約
解
消
に
成
功
す
る
。
」

全
体
の
印
象
は
非
常
に
淡
く
、
女
主
人
公
の
、
婚
約
者
と
の
結
び
つ
き
の
嫌

悪
感
で
す
ら
予
感
さ
せ
ぬ
ま
ま
驫
が
進
ん
で
行
く
。
緊
迫
感
は
薄
く
、
読
者

は
何
が
進
行
し
て
い
る
の
か
よ
く
掴
め
な
い
ま
ま
、
「
こ
の
夜
イ
>
ダ
姫
お
も
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森
鵬
外
研
究
1
小
説
理
論
と
初
期
三
部
作
1

影
に
見
え
ぬ
。
・
:
さ
れ
ど
^
ご
>
ろ
に
は
、
^
が
こ
れ
に
^
り
た
る
を
、
よ
の

つ
ね
の
事
の
や
う
に
覚
え
て
、
 
1
」
な
ど
と
語
り
手
の
夢
に
姫
の
登
場
が
あ
っ

た
り
、
「
い
ろ
な
る
心
に
も
あ
ら
ね
ど
、
夢
に
見
、
現
に
お
も
ふ
少
女
と
差
向

ひ
に
な
り
ぬ
。
」
な
ど
と
そ
の
心
情
が
語
ら
れ
る
か
ら
、
う
っ
か
り
す
る
と
、

女
主
人
公
に
惹
か
れ
る
語
り
手
の
恋
慕
の
集
主
題
か
と
想
像
し
な
が
ら
読
み

進
ん
で
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
し
い
こ
と
は
描
か
れ
る
こ
と
な
く
、
結

局
、
語
り
手
と
女
主
人
公
と
の
再
会
が
山
場
と
な
っ
て
、
そ
こ
で
語
り
手
の
役

割
が
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
謎
解
き
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
主
題

は
物
語
の
進
行
中
ず
っ
と
伏
せ
ら
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
っ
て
、
事
件
は
確
か
に

起
っ
て
い
る
の
だ
が
、
葛
藤
は
イ
イ
ダ
姫
の
心
中
に
生
じ
て
い
る
の
で
、
他
の

二
作
の
よ
う
な
小
説
的
構
造
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
先
に
挙
げ
た
『
今
の
批
評
家
の
詩
眼
』
に
お
け

る
「
小
説
の
結
構
の
自
由
」
に
続
く
「
カ
ラ
ク
テ
ル
」
の
重
要
性
を
説
い
た
部

分
で
あ
る
。

「
詩
材
の
事
を
い
ひ
し
も
の
に
は
、
忍
月
居
士
が
外
来
物
の
説
あ
り
。
外
来

物
は
客
を
写
し
て
主
を
知
ら
せ
ん
と
す
る
も
の
な
り
。
風
を
見
せ
ん
と
て
草
を

写
す
と
き
は
、
艸
を
外
来
物
と
す
べ
し
。
甘
言
に
国
く
。
外
来
物
は
詩
歌
は

勿
論
小
説
戯
曲
等
を
し
て
繊
巧
な
ら
し
め
、
霊
活
な
ら
し
り
光
彩
あ
ら
し
む

る
唯
一
の
媒
介
物
な
り
と
。
:
・
・
:
世
の
小
説
家
は
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ア
」
な
ど
の

論
に
精
く
し
て
、
其
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ア
」
の
発
表
せ
ら
る
上
部
分
な
る
衣
装

持
物
な
ど
の
点
に
至
り
て
は
大
い
に
精
か
ら
ず
。
今
の
通
弊
と
い
ふ
べ
し
。
日

本
に
せ
よ
、
西
洋
に
せ
よ
、
衣
服
容
貌
を
精
く
書
く
必
要
を
認
め
た
る
小
説
家

決
し
て
少
か
ら
ず
。
即
ち
衣
服
は
其
人
物
を
能
く
著
は
す
も
の
な
れ
ば
な
り
。

さ
れ
ど
余
り
に
詳
に
書
く
弊
害
も
亦
東
西
詩
家
の
認
め
た
る
所
な
り
。
衣
服
容

水
内
透

貌
は
こ
れ
を
写
し
た
る
の
み
に
て
其
目
的
を
達
す
る
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
写
し

た
る
は
方
便
の
み
。
其
目
的
は
即
「
カ
ラ
ク
テ
ル
」
に
在
り
。
」

前
半
部
は
「
外
来
物
」
の
後
半
部
は
そ
れ
と
関
連
性
の
あ
る
、
い
わ
ゆ
る

性
格
描
写
の
方
法
意
義
を
述
べ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
主
張
に
従
っ
て
読

み
な
お
し
て
み
る
と
、
実
は
イ
イ
ダ
姫
の
心
中
に
生
じ
て
い
る
事
件
は
あ
ら
か

じ
め
何
度
か
暗
示
は
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
ま
ず
誰
が
見
て
も
目
に
つ
く

の
は
、
彼
女
の
外
見
が
常
に
黒
色
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
鋼

鉄
い
ろ
の
馬
の
り
衣
裾
長
に
着
て
、
白
き
薄
絹
巻
き
た
る
黒
帽
子
を
被
り
た
る
身

の
構
け
だ
か
く
:
・
」
「
上
着
も
裳
も
黒
を
着
た
る
さ
ま
、
め
ず
ら
し
」
「
丈
一
局
く
痩

肉
に
て
、
五
人
の
若
き
貴
婦
人
の
う
ち
、
此
君
の
み
髪
黒
し
。
か
の
善
く
も
の

ふ
目
を
余
所
に
し
て
は
、
外
の
姫
た
ち
に
立
ち
こ
え
て
美
し
と
お
も
ふ

いと
こ
ろ
も
な
く
、
眉
の
間
に
は
い
つ
も
皷
小
ノ
し
あ
り
。
面
の
い
ろ
の
蒼
う
見
ゆ

る
は
、
黒
き
衣
の
た
め
に
や
。
」
こ
の
よ
う
に
黒
の
強
調
が
あ
っ
て
、
「
あ
は
れ
、

こ
の
小
ノ
女
の
こ
、
ろ
は
恒
に
狭
き
胸
の
内
に
閉
ぢ
ら
れ
て
、
こ
と
葉
と
な
り
て

た
つ
き

あ
ら
は
る
、
便
な
け
れ
ば
、
・
・
・
」
「
茂
れ
る
林
も
あ
る
べ
く
、
深
き
淵
も
あ
る
べ

し
と
お
も
は
る
、
こ
の
小
ノ
女
が
心
に
は
、
 
1
」
と
の
語
り
手
の
採
が
そ
れ
を

裏
打
ち
し
、
小
ノ
な
く
と
も
心
中
に
劇
的
な
葛
藤
の
生
じ
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
「
外
来
物
」
と
し
て
は
、
欠
唇
で
孤
児
の
少
年
と
の
関
り
で
あ
る
。
イ

イ
ダ
姫
が
メ
エ
ル
ハ
イ
ム
に
請
わ
れ
て
ピ
ア
ノ
を
演
奏
し
て
い
る
最
中
に
、
こ

の
少
年
の
笛
の
伴
奏
が
響
い
て
来
る
と
、
彼
女
は
突
如
と
し
て
激
し
い
動
作
と

と
も
に
演
奏
を
止
め
て
し
ま
う
。
「
弾
じ
ほ
れ
た
る
イ
、
ダ
姫
は
、
暫
く
心
附

か
で
あ
り
し
が
、
か
の
笛
ふ
と
耳
に
入
り
ぬ
と
覚
し
く
遮
に
し
ら
べ
を
乱
り
て
、

楽
器
の
筐
も
砕
く
る
や
う
な
る
音
を
せ
さ
せ
、
座
を
起
ち
た
る
お
も
て
は
、
常
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よ
り
蒼
か
り
き
。
」
こ
の
時
点
で
は
、
少
年
の
笛
が
何
故
彼
女
の
不
興
を
か
っ

た
の
か
読
者
に
は
判
っ
て
い
な
い
。
後
に
な
っ
て
ょ
う
や
く
「
わ
れ
は
性
と
し

て
人
と
、
も
に
歎
ミ
人
と
、
も
に
笑
ひ
、
愛
憎
二
っ
の
目
も
て
久
し
く
見
ら

る
、
こ
と
を
嫌
へ
ぱ
、
・
:
」
と
い
う
告
白
か
ら
、
少
年
の
愛
慕
の
情
が
彼
女
に

と
っ
て
煩
わ
し
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ひ
い
て
は
メ
エ
ル
ハ
イ
ム
と
の
婚

約
、
門
閥
血
統
に
縛
ら
れ
た
世
界
か
ら
脱
出
し
て
、
い
わ
ば
尼
人
の
世
界
へ

入
る
べ
き
か
ど
う
か
の
、
心
中
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
最
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
。
と
な
れ
ば
笛
吹
く
孤
児
の
羊
飼
は
、
彼
女
が
越
え
ね
ば
な
ら
ぬ
最

も
困
難
な
情
愛
の
並
旦
遍
性
の
象
徴
で
あ
っ
九
と
一
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
事
件
は
起
っ
て
い
て
、
イ
イ
ダ
姫
の
心
中
を
軸
に
考
え
れ
ば
、
小
林

太
尉
が
文
使
い
を
果
た
し
た
時
が
転
換
点
な
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
全
て
が
暗

示
的
な
ま
ま
に
進
行
し
て
、
前
記
二
作
の
よ
う
な
緊
迫
感
に
は
欠
け
る
物
語
を
、

ノ
ヴ
エ
レ

鴎
外
は
や
は
り
同
列
に
短
編
小
説
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う

に
、
需
に
も
説
か
れ
て
い
る
短
編
小
説
上
の
技
巧
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
の

だ
が
。
鵬
外
の
初
期
三
部
作
と
い
ぇ
ば
必
ず
同
時
に
名
の
挙
が
る
石
橋
忍
月
は
、

最
初
『
文
づ
か
ひ
』
は
紅
葉
眉
山
の
作
品
に
類
型
の
見
ら
れ
る
尼
小
説
の
一

種
で
あ
る
と
断
定
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
鵬
外
は
答
え
て
い
な
い
。
し
か

し
忍
月
が
「
予
は
文
づ
か
ひ
中
の
姫
を
、
常
人
に
1
寧
ろ
當
時
の
社
會
習
慣
に

反
し
た
る
人
物
に
養
成
せ
し
め
た
る
所
以
、
又
姫
は
如
何
な
る
刺
戟
に
由

り
如
何
な
る
經
歴
に
ょ
り
厭
世
的
の
人
と
な
り
し
か
、
男
嫌
ひ
の
人
と
な
り
し

か
、
浮
世
の
味
気
な
き
を
か
こ
つ
人
と
な
り
し
か
等
1
」
が
不
明
な
の
は
作

品
の
欠
点
だ
と
突
い
た
の
に
対
し
て
、
五
)
鵬
外
は
「
ゾ
ラ
、
イ
プ
セ
ン
の
遺
傅

論
な
ど
は
、
単
稗
の
作
者
の
必
ず
し
も
擔
ひ
だ
す
こ
と
を
要
せ
ざ
る
と
こ
ろ
な

ノ
ヴ
エ
レ

る
べ
し
。
」
と
答
え
て
い
る
か
ら
、
鵬
外
と
し
て
は
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
短
編
小

説
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
短
編
の
「
結
構
」
に
委
せ
て
書
い
た
別
の
タ
イ
プ
の

作
品
と
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
^
釈
に
は
満
更
他
に
も
根
拠
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

こ
の
作
品
は
小
林
大
尉
が
「
そ
れ
が
し
の
宮
」
を
囲
む
「
獨
逸
會
」
の
一
座
で

物
語
る
と
い
う
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
座
の
中
で
各
人
が
新
奇

な
体
驗
を
語
る
形
式
が
物
語
発
生
の
原
形
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
ぃ
る
。
非
常
に

素
朴
な
形
の
物
語
を
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
先
に
ハ
イ
ゼ
が
挙
げ

て
い
る
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
が
そ
も
そ
も
ぺ
ス
ト
の
流
行
を
避
け
て
、
フ
ィ
レ
ン

ツ
エ
の
郊
外
に
集
ま
っ
た
人
々
が
語
り
△
口
う
形
と
な
っ
て
ぃ
る
。
し
か
し
こ
こ

で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
も
先
に
指
^
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
^
^
が
ま

だ
医
学
部
の
学
生
時
代
に
漢
文
体
に
翻
訳
し
て
い
る
ハ
ウ
フ
の
『
隊
商
』
、

同
様
に
一
種
の
枠
小
説
の
形
式
で
、
次
々
に
旅
の
商
人
た
ち
が
交
替
し
て
語
り

継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
は
そ
の
時
以
来
こ
の
形
式
が

強
く
頭
に
焼
き
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

更
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
語
り
手
、
小
林
大
尉
の
役
割
で
あ
る
。
彼
は

表
面
的
に
峡
女
主
人
公
の
内
面
の
葛
藤
に
決
定
的
な
転
換
の
契
機
を
与
え
る

と
は
い
ぇ
、
単
な
る
文
使
い
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
イ
イ
ダ
姫
は
何
故
余
人
で
は

な
く
、
彼
に
使
い
の
役
割
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
言
う
ま
で
も
な
く
外
国

人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
質
的
に
土
地
に
帰
属
性
の
な
い
旅
人
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
だ
が
日
本
人
が
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
す
の
は
三
部
作
全
て
に
共

通
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
他
の
二
作
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
と
、

イ
イ
ダ
姫
の
心
中
に
生
じ
て
い
る
事
件
は
当
の
女
主
人
公
以
外
は
小
林
大
尉
し

か
知
ら
な
い
事
実
と
な
っ
て
い
る
。
小
林
大
尉
は
こ
の
土
地
、
社
会
に
属
す
る
人

間
で
な
い
異
邦
人
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
ら
と
異
な
る
行
動
様
式
を
取
っ
て
も
人

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
八
号

一
九
九
二
年
三
月
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森
鵬
外
研
究
1
小
説
理
論
と
初
期
三
部
作
1

の
不
審
を
招
か
ず
、
異
な
っ
た
経
驗
を
許
さ
れ
る
。
危
機
に
陥
っ
た
女
性
を
、

周
囲
と
一
切
利
害
関
係
を
持
た
な
い
身
軽
さ
を
生
か
し
た
秘
密
の
使
者
、
救
出

^
と
な
る
こ
と
^
^
^
叱
だ
っ
た
の
だ
。
^
う
た
か
た
の
^
^
に
し
て
も
、
主
^
^
ム

巨
勢
は
外
国
人
の
地
位
を
利
用
し
て
貧
窮
の
少
女
を
救
っ
た
の
だ
し
、
一
八
六

六
年
六
月
の
あ
る
日
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ニ
世
が
シ
ユ
タ
ル
ン

ベ
ル
ガ
ー
湖
で
医
師
グ
ッ
デ
ン
と
と
も
に
溺
死
し
た
。
殺
人
な
の
か
自
殺
な
の

か
、
目
撃
者
は
一
切
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
社
会
的
な
局
外
者

>
、

で
目
撃
し
た
事
実
を
公
表
出
来
る
術
の
な
い
人
間
が
偶
然
居
合
わ
せ
た
の
だ
と

い
う
設
定
が
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
狂
人
か
外
国
人
で
あ
る
。
『
錘
姫
』
で
も

や
は
り
土
地
の
人
問
な
ら
ば
関
り
を
持
と
う
と
し
な
い
、
貧
窮
し
、
売
春
婦
へ

強
制
さ
れ
て
い
る
娘
を
救
出
出
来
る
の
は
外
国
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
三
作
全
体

に
「
何
故
に
泣
き
玉
ふ
か
。
と
こ
ろ
に
繁
累
な
き
外
人
は
、
却
り
て
力
を
借
し

易
す
き
こ
と
も
あ
ら
ん
。
」
(
錘
姫
)
と
い
う
一
言
葉
が
象
徴
的
に
響
い
て
い
る
。

旅
人
と
し
て
の
特
殊
な
位
置
を
利
用
し
て
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
偶
然
の
救
済

者
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
際
、
『
錘
姫
』
の
主
人
公
太
田
が
、
あ
く
ま
で
も
そ

の
救
済
者
の
立
場
に
留
っ
て
、
「
人
材
を
知
り
て
の
こ
ひ
に
あ
ら
ず
、
慣
習
と
い

ふ
一
種
の
惰
性
よ
り
生
じ
た
る
交
な
り
。
意
を
決
し
て
断
て
と
。
」
と
相
沢
に

勧
告
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
鵬
外
自
身
が
請
天
情
仙
の
言
葉
を
う
け
て
「
太
田

生
は
真
の
愛
を
知
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
た
別
問
題
で
あ
ろ
う
。

作
者
に
と
っ
て
日
本
人
の
登
場
そ
の
も
の
が
始
め
か
ら
基
本
的
に
構
想
さ
れ
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
の
関
係
者
で
無
関
係
者
で
あ
る
と
い
う
旅
人
の
性
格
づ
け

に
は
、
や
は
り
彼
の
豊
富
な
読
書
体
驗
が
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
先
に
彼
の
ド
イ
ツ
滞
在
中
の
読
書
傾
向
を
見
た
際
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
典
の
戯
曲
の
あ
る
こ
と
を
見
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
『
ド
イ
ツ

三
六

水
内
透

日
記
』
の
記
載
と
も
一
致
し
て
い
た
。
「
温
胸
決
朏
の
文
に
は
希
臘
の
大
家
ソ
フ

オ
ク
レ
エ
ス
、
オ
イ
リ
ピ
テ
エ
ス
、
エ
ス
キ
ュ
ロ
ス
 
m
0
号
0
支
ゆ
m
 
同
民
§
ル
ゆ
m
、

ン
ゆ
m
乏
一
o
m
 
の
伝
奇
あ
り
・
:
」
こ
の
中
に
オ
イ
リ
ピ
デ
エ
ス
の
名
が
あ
る
こ
と

に
注
意
し
た
い
。
そ
の
代
表
作
の
一
っ
に
『
メ
デ
ア
』
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
戯
曲
に
登
場
す
る
ア
イ
ゲ
ウ
ス
は
子
宝
に
恵
ま
れ
ぬ
た
め
に
、
デ
ル
ポ
イ

で
神
託
を
得
て
帰
路
に
あ
っ
た
旅
人
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
夫
イ
ア
ソ
ン
の
裏

切
り
へ
の
激
し
い
復
讐
心
に
燃
え
る
メ
デ
ア
に
、
そ
の
後
の
逃
亡
先
を
保
証

す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
我
子
殺
し
と
い
う
劇
的
な
運
命
の
展
開
の
可
能
性
を
開

く
。
.
事
態
の
転
換
を
可
能
に
す
る
旅
人
の
モ
チ
ー
フ
は
多
分
こ
こ
か
ら
得

て
い
る
。
こ
の
作
品
が
作
者
の
念
頭
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
恐

ら
く
そ
の
演
劇
論
で
四
言
及
が
裏
書
き
し
よ
う
。
「
夫
れ
エ
ス
キ
ユ
ロ
ス
、
ゾ
フ

オ
ク
レ
ス
、
オ
イ
リ
ピ
デ
ス
の
戯
曲
は
こ
れ
を
今
日
の
欧
州
大
都
の
錘
台

に
上
ぽ
す
べ
か
ら
ず
。
而
れ
ど
も
希
臘
の
世
に
て
は
イ
フ
ゲ
ネ
イ
ア
も
オ
イ
ヂ

プ
ス
も
メ
デ
ャ
も
万
客
凝
燭
の
前
に
て
活
動
せ
し
も
の
な
り
。
」
(
再
び
劇
を
論

じ
て
世
の
評
家
に
答
ふ
)
あ
る
い
は
「
妬
み
て
子
を
殺
す
『
メ
デ
ア
』
、
愛
し
て

身
を
汚
す
軽
も
高
大
な
り
」
(
文
学
と
自
然
と
)
と
い
う
一
言
葉
も
見
出
さ
れ
る
。

「
メ
デ
ア
」
は
無
論
戯
曲
だ
が
、
鵬
外
は
そ
の
短
編
小
説
と
の
親
縁
性
に
ょ

く
通
じ
て
い
た
。

「
小
説
と
戯
曲
と
の
相
関
の
理
に
就
い
て
は
、
こ
れ
を
極
言
せ
し
も
の
な
し
。

諸
家
は
或
は
単
稗
の
本
性
に
、
自
ら
戯
曲
に
似
た
る
所
あ
り
、
又
た
勢
戯
曲

に
似
ざ
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
あ
る
を
忘
れ
し
に
は
あ
ら
ざ
る
か
。
葢
単
稗
と

戯
曲
と
こ
れ
を
共
に
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
一
事
を
拾
ひ
来
て
描
写
極
尽
し
、

こ
れ
よ
り
以
外
の
天
地
を
ば
、
唯
影
の
如
く
に
ほ
の
見
え
し
む
る
一
点
な
り
。
」

(
今
の
批
評
家
の
詩
眼
)
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こ
の
二
っ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
類
縁
性
に
つ
い
て
は
先
に
も
触
れ
た
が
十
九
世
紀
の

短
編
小
説
家
シ
ユ
ト
ル
ム
の
有
名
な
指
摘
が
あ
り
、
鵬
外
は
恐
ら
く
こ
れ
を
読

ん
で
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
発
言
、
あ
る
い
は
実
作
へ
の
適
用
と
な
っ
た
の

ノ
ヴ
エ
レ

で
あ
ろ
う
。
「
短
編
小
説
は
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
そ
の
暴
吊
性
に
ょ

つ
て
人
を
魅
惑
し
、
思
い
が
け
な
い
転
換
点
を
提
示
す
る
事
件
の
簡
単
な
描
写

に
留
ま
ら
な
い
。
今
日
の
短
編
小
説
は
戯
曲
の
姉
妹
芸
術
で
あ
り
、
散
文
作
品

の
最
も
厳
し
い
形
式
な
の
で
あ
る
。
戯
曲
に
似
て
短
編
小
説
は
人
間
生
活
の
最

も
深
い
諸
問
題
を
扱
う
し
、
そ
の
完
成
し
た
形
と
し
て
は
中
心
に
葛
藤
の
設
置

を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
ー
こ
の
叙
事
的
な
散
文
作
品
が
こ
の
よ
う
に
一
局
峰
に

立
ち
、
い
わ
ば
戯
曲
の
課
題
を
引
き
継
い
だ
わ
け
の
説
明
は
必
ず
し
も
困
難
で

は
な
い
0
」
驚
)

三
七

先
に
ハ
イ
ゼ
の
「
鷹
の
理
論
」
に
触
れ
た
際
に
、
不
驫
な
こ
と
に
鴎
外
の

評
論
の
ど
こ
に
も
こ
れ
へ
の
言
及
が
な
い
と
述
べ
た
。
鵬
外
は
こ
の
理
論
を
よ

く
承
知
し
て
い
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
拘
ら
ず
、
或
る
明
確
な
一
っ
の
典
型

と
し
て
需
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
そ
れ
を
敢

え
て
解
説
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
創
作
の
際
に
も
こ
の
理
論
を
基

軸
に
据
え
な
が
ら
も
、
地
方
で
自
己
の
豊
富
な
読
書
体
驗
か
ら
短
編
小
説
の
多

様
性
を
確
信
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
推
測
を
保
証
す
る
の
が
恐
ら
く
翻
訳
で
あ
る
。
様
々
な
型
の
可
能
性
が

見
出
さ
れ
た
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
同
じ
『
水
沫
集
』
の
翻
訳
を
こ
こ
で

一
瞥
す
る
こ
と
に
す
る
と
、
ま
ず
『
ふ
た
夜
』
の
書
き
出
し
が
、
一
人
の
伯
餌
公

子
で
あ
る
主
人
公
を
中
心
と
し
て
、
話
し
に
花
を
咲
か
せ
る
数
人
の
士
官
た
ち

の
会
食
の
場
面
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ
く
。
ひ
ょ
つ
と
す
る
と
『
文
づ

か
ひ
』
の
冒
頭
は
こ
れ
に
も
ヒ
ン
ト
を
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
く
^
場
の
情

景
に
も
演
習
の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
要
素
が
あ
る
。
し
か
し
冒
頭
の
光
景
に
せ

よ
、
こ
う
い
う
モ
チ
ー
フ
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
影
響
関
係
の
確
認

は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
翻
訳
に
は
、
『
文
づ
か
ひ
』

と
同
様
必
ず
し
も
「
外
的
偶
然
的
転
換
点
」
の
明
瞭
で
な
い
作
品
が
か
な
り

含
ま
れ
て
い
る
事
実
の
認
識
の
方
が
こ
の
際
重
要
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
『
洪

水
』
は
、
樵
の
夫
が
筏
を
組
ん
で
入
江
を
漕
ぎ
出
し
て
行
っ
た
後
に
洪
水
が
押

し
寄
せ
て
来
て
家
を
押
し
流
す
。
残
っ
て
い
た
妻
は
幼
い
子
供
と
と
も
に
流
木

に
掴
ま
っ
て
流
さ
れ
る
。
と
い
う
話
し
で
、
そ
の
間
の
描
写
が
大
部
分
で
あ
る
。

無
論
じ
わ
じ
わ
と
増
水
す
る
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
密
度
の
濃
い
描
写
な
の

だ
が
、
そ
の
点
『
文
づ
か
ひ
』
に
お
い
て
作
者
自
身
の
解
説
に
も
「
文
づ
か
ひ
。

索
遜
国
機
動
演
習
の
黒
な
り
」
と
描
写
の
主
眼
が
そ
ち
ら
に
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
よ
う
に
、
か
な
り
の
部
分
が
演
習
の
情
景
を
占
め
る
構
成
と
類
似
性
が

あ
る
。
『
洪
水
』
で
は
妻
と
子
供
は
結
局
、
失
神
中
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
女
に

助
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
転
換
点
は
強
い
て
い
ぇ
ば
、
失
神
の
直
前
に
「
綺
麗
な

白
い
鳥
」
が
彼
女
に
恐
れ
気
も
な
く
近
づ
い
て
撫
で
ら
れ
る
と
い
う
所
で
あ
ろ

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
八
号

う
か
。

一
九
九
二
年
三
月

更
に
『
緑
葉
歎
』
、
薪
浦
島
』
等
に
お
い
て
も
緊
迫
感
に
満
ち
た
莫
藤
は
な

、

偶
然
的
転
換
点
は
見
出
せ
な
い
。
前
者
は
、
ア
フ
り
力
の
至
月
年
が
戦
傷

くを
負
っ
て
ド
イ
ツ
の
あ
る
村
娘
の
世
話
に
な
り
、
恋
心
を
抱
く
が
、
帰
国
後
忘

れ
て
し
ま
い
、
や
が
て
隣
村
の
娘
と
婚
約
す
る
。
そ
の
式
の
当
日
、
移
住
し
て

来
た
白
人
家
族
の
中
に
こ
の
娘
を
見
出
し
、
期
待
で
胸
騒
ぐ
が
、
彼
女
に
は
す

で
に
夫
が
い
た
と
い
う
軽
い
失
恋
の
一
幕
で
あ
る
。
後
者
は
現
在
で
は
我
国
で

も
馴
染
み
の
り
ツ
プ
・
ヴ
ァ
ン
・
ウ
ィ
ン
ク
ル
の
物
語
で
あ
る
。
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森
鴎
外
研
究
1
小
説
理
論
と
初
期
三
部
作
1

こ
れ
に
対
し
て
『
戦
僧
』
で
は
非
常
に
明
瞭
で
、
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
の
更
生
祭
日

に
捕
虜
と
な
っ
て
引
出
さ
れ
た
共
和
国
軍
兵
士
に
対
し
て
、
戦
僧
っ
ま
り
戦

闘
に
随
行
す
る
神
父
は
、
祭
日
の
た
め
こ
の
日
は
機
嫌
よ
く
、
降
伏
を
勧
め
る
。

し
か
し
、
そ
の
中
の
一
人
の
少
年
兵
だ
け
は
帰
順
を
拒
否
し
、
死
を
望
む
。
戦

僧
が
味
方
の
他
の
兵
士
に
銃
殺
を
命
じ
よ
う
と
し
た
時
に
、
丁
度
、
共
和

国
軍
の
反
撃
が
始
ま
り
、
彼
と
少
年
兵
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
る
。
止
む
な
く
戦

僧
は
、
聖
職
者
で
あ
り
な
が
ら
同
じ
信
徒
を
自
ら
銃
殺
す
る
。
と
い
う
話
で
、

こ
の
場
貪
共
和
国
軍
の
突
然
の
攻
撃
が
明
ら
か
に
外
的
な
偶
然
的
転
換
点
と

な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
時
点
の
前
の
慈
悲
味
あ
る
戦
僧
の
態
度
と
そ

の
後
の
態
度
と
の
鮮
や
か
な
対
比
が
印
象
深
く
読
者
に
刻
み
つ
け
ら
れ
る
。

そ
の
他
ク
ラ
イ
ス
ト
の
二
作
品
『
悪
因
縁
』
『
地
震
』
を
初
め
と
し
て
、
『
う

き
よ
の
波
』
『
黄
綬
章
』
等
で
は
明
ら
か
に
破
局
を
予
感
さ
せ
る
緊
迫
感
と
と

も
に
事
件
が
進
行
し
、
転
換
点
で
く
つ
き
り
と
こ
の
世
の
一
断
面
が
そ
の
姿
を

見
せ
る
。

『
水
沫
集
』
に
お
け
る
作
品
の
配
列
を
検
討
し
た
松
木
氏
は
偶
然
的
転
換

点
の
明
瞭
な
も
の
か
ら
順
次
並
べ
ら
れ
て
い
る
考
え
、
作
品
を
三
っ
の
グ
ル
】

プ
に
分
類
し
て
い
る
。
「
・
・
・
そ
し
て
そ
の
構
成
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ハ
イ
ゼ
の

言
う
「
鷹
」
即
ち
「
外
的
偶
然
的
転
換
点
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
う
た
か
た
の
記
』
『
戦
僧
』
『
み
く
ず
』
『
黄
綬
章
』

『
ふ
た
夜
』
に
見
ら
れ
る
、
関
わ
り
深
い
人
物
の
死
に
ょ
っ
て
表
出
さ
れ
て
来

る
人
間
の
真
実
の
姿
ま
た
『
錘
姫
』
『
悪
因
縁
』
『
地
震
』
『
う
き
夜
の
波
』

『
瑞
西
館
』
『
該
撒
』
に
於
け
る
、
社
会
的
な
葛
藤
の
中
に
描
か
れ
る
人
間
性
。

そ
し
て
『
文
づ
か
ひ
』
『
新
浦
島
』
『
洪
水
』
『
埋
木
』
の
境
遇
を
異
に
し
て
の

再
会
で
の
人
間
の
悲
哀
。
」
(
U
こ
の
分
類
に
異
築
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ

水
内
透

こ
こ
で
は
そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
短
編
の
多
様
性
に
関
し
て
、
先
の
小
堀

ハ
ラ
ダ
イ
ム

氏
の
発
言
と
同
趣
旨
の
「
・
:
と
す
れ
ぱ
『
水
沫
集
』
と
は
「
単
稗
」
の
《
模
範
》

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
の
指
摘
の
方
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
言
え
変

え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
短
編
小
説
の
形
態
は
鴎
外
に
と
っ
て
の
模
範
で
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
ハ
イ
ゼ
の
理
論
を
強
く
念
頭
に
置
き
な
が
ら
も
、
必
ず
し
も
全
面
的
に

従
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
原
作
か
ら
も
種
々
汲
み
取
り
な
が
ら
、
三

作
、
特
に
『
文
づ
か
ひ
』
を
書
き
上
げ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

鴎
外
は
初
期
三
部
作
の
執
筆
に
当
っ
て
、
ド
イ
ツ
留
学
中
に
学
ん
だ
文
学
理

論
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
豊
か
な
読
書
体
驗
か
ら
も
様
々
な
知
識
を
得

て
そ
れ
を
活
用
し
、
明
確
な
輪
郭
の
小
説
世
界
を
構
築
し
た
。
そ
の
意
味
で
小

堀
氏
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
三
部
作
は
「
幸
田
露
伴
の
出
発
期
の
諸
作
と
並
ん

で
、
日
本
文
学
が
上
田
秋
成
以
来
初
め
て
持
っ
た
完
全
な
短
編
小
"
つ
た
」
玲

し
、
形
式
の
整
っ
た
本
格
的
な
近
代
短
編
小
説
の
文
壇
へ
の
提
示
と
も
な
っ
た

の
だ
っ
た
。

本
論
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
十
年
近
い
歳
月
を
経
て
再
開
さ
れ
た
執

筆
後
の
作
品
群
に
は
、
も
は
や
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
方
法
の
意
識
は
認
め
ら
れ
な

鵬
外
の
彩
し
い
作
品
の
中
で
も
、
だ
か
ら
こ
の
三
部
作
は
若
々
し
く
、
鮮

)
0

しや
か
な
独
自
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
ノ

(
1
)
林
達
夫
「
鴎
外
に
お
け
る
小
説
の
問
題
」
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
森
鴎
外
2

昭
和
五
十
四
年
四
月
有
精
堂
一
頁

(
2
)
小
堀
桂
一
郎
「
森
鴎
外
1
文
業
解
題
(
創
作
篇
)
」
一
九
八
二
年
一
月
岩
波
書
店

六
頁

(
3
)
磯
貝
英
夫
「
明
治
二
十
年
代
小
説
文
体
の
一
斑
1
森
鵬
外
を
中
心
と
し
て
」
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『
近
世
・
近
代
の
こ
と
ば
と
文
学
』
明
治
書
院
昭
和
四
十
七
年
十
二
月

(
4
)
小
堀
六
頁

(
5
)
寺
内
ち
ょ
「
ド
イ
ツ
時
代
の
鴎
外
の
読
書
調
査
」
比
較
文
学
研
究
第
六
号
東
大
比

較
文
学
会
昭
和
三
十
二
年
一
0
九
頁

(
6
)
〕
吊
ゆ
{
ズ
仁
コ
N
-
 
Z
0
ぐ
巴
一
ゆ
.
乏
ゆ
如
ゆ
ル
ゆ
『
■
0
誘
6
プ
仁
コ
鵬
如
ル
.
戸
ぐ
、
乏
一
m
器
コ
m
6
冨
才
一
お
=
ゆ

如
暑
ゞ
兇
器
=
m
凸
語
才
口
讐
ヨ
m
-
N
住
二
中
認
 
m
.
謁

(
7
)
〕
0
プ
倉
詩
ゆ
m
 
ズ
一
ゆ
ヨ
一
 
0
ゆ
m
n
プ
片
三
ゆ
住
円
ル
ゆ
三
m
n
ず
含
 
Z
0
ぐ
ゆ
=
ゆ
ぐ
0
づ
 
o
o
n
牙
ゆ
ず
一
m

N
三
 
n
売
如
含
乏
N
二
、
司
益
罵
 
m
一
含
づ
円
ぐ
n
ユ
N
如
 
0
冨
里
乏
一
吊
哥
住
ゆ
二
一
中
き
 
m
.
物

(
8
)
〕
o
m
ゆ
{
ズ
号
N
.
m
.
魚

(
9
)
司
N
ず
ゆ
一
一
ル
含
倉
ず
ゆ
三
ゆ
一
ゆ
二
の
、
円
一
Φ
ず
岳
 
0
区
円
含
ル
習
三
Φ
)
牙
ゆ
暑
N
牙
今
●
§
辻
片
=
ゆ

ぐ
又
乏
三
{
一
 
0
益
二
号
一
N
=
一
ヨ
エ
N
二
住
一
言
如
m
ぐ
企
一
N
仁
{
の
三
円
Φ
で
一
m
n
ず
曾
 
0
ユ
円
今
N
a
N
一
一
m
δ
プ
ゆ
コ

ご
一
n
プ
E
=
四
ル
円
ず
円
ゆ
一
甜
 
N
ゆ
づ
=
巴
ヨ
0
牙
ゆ
 
N
=
詩
Φ
一
等
.
(
n
ゆ
各
ぐ
0
ゴ
乏
=
で
売
二
一
仂
N
6
プ
ー

ミ
ニ
ゆ
子
長
プ
五
円
一
二
ゆ
岳
一
三
、
ン
一
才
ゆ
五
ズ
3
=
曾
ぐ
円
語
 
m
E
一
品
理
二
中
含
 
m
.
一
§
叙
事

的
ま
た
は
演
劇
的
文
学
作
品
の
筋
の
経
過
に
お
け
る
主
題
・
素
材
上
の
企
画
基
本
計
画
で
、

す
で
に
中
心
モ
チ
ー
フ
を
示
す
。

(
W
)
一
0
器
{
ズ
三
N
 
m
.
禽

(
Ⅱ
)
こ
の
論
は
当
時
耳
目
を
惹
い
た
が
、
鉦
論
そ
の
後
短
編
作
家
た
ち
、
あ
る
い
は
文

芸
評
論
家
た
ち
に
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ぱ
同
時
代
の

シ
ユ
ト
ル
ム
は
「
私
は
こ
の
ハ
イ
ゼ
の
鳥
を
悠
々
と
飛
び
去
ら
せ
ま
し
ょ
う
。
」
と

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
告
げ
て
い
る
し
(
一
八
八
三
年
九
月
十
三
日
 
G
.
ケ
ラ
ー
宛
書
簡
)

文
芸
評
論
家
の
ポ
ン
グ
ス
は
「
鷹
」
を
象
徴
概
念
に
関
係
づ
け
た
り
し
て
ぃ
る
。

(
W
n
言
0
 
ぐ
0
ゴ
乏
一
ゆ
m
ゆ
一
 
Z
0
ぐ
ゆ
=
ゆ
.
 
m
N
ヨ
ヨ
一
仁
コ
鵬
三
ゆ
一
N
一
曾
冨
N
↓
一
中
の
↓
 
m
.
]
ご

(
E
 
神
田
孝
夫
「
鴎
外
初
期
の
文
一
一
註
柵
」
比
較
文
学
研
究
第
六
号
東
大
比
較
文
学
会

昭
和
三
十
二
年
二
十
七
頁

三
九

昭
和
三
十
二
年
二
十
七
頁

(
玲
)
松
木
博
「
『
水
沫
集
』
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
ー
ハ
イ
ゼ
の
小
説
理
論
を
軸
と
し
て

1
」
日
本
近
代
文
学
昭
和
五
十
七
年
十
月
三
十
頁

(
N
)
石
橋
忍
月
ヨ
一
た
び
鵬
外
漁
史
に
答
ふ
」
石
橋
忍
月
需
集
岩
波
文
庫
一
九
八

八
年
十
一
月
一
工
四
頁

(
巧
)
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
全
集
Ⅲ
「
メ
デ
ィ
ア
」
中
村
善
也
訳
人
文
書
院
昭
和
三
十
八
年

(
玲
)
〕
o
m
含
ズ
三
N
 
m
.
謁

(
迎
松
木
三
十
七
頁

(
玲
)
小
堀
桂
一
郎
「
若
き
日
の
森
鴎
外
」
東
京
大
学
出
版
会
一
九
六
九
年
五
六
八
頁

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
八
号

一
九
九
二
年
三
月
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黨識丈際緊一÷滞剛編.恩霽川輪辻一

Damals, als Mori ogaiim mitueren Alter wieder an das Dichten ging, erk1豆rte er, daB man uberhau t Literatur so schr ib

durfe, wie man w011e, ohne sich um die ErZ豆hltheorie zu kummern.1m Gegensatz dazu schrieb der schriftste11er,als er h

]ung war, ganz treu nach literarischen Theorien, die er sich in Deutschland angeeignet hatte.

Die vorliegende Arbeit besch証tigt sich also damit, seine sogenannten drei Fruhnove11en (Maihime, utakatano_ki, FumizukaD

daraufhin zu prufen, wieviel sie Nove11entheorien, besonders der Falkentheorie von paul Heyse verdanken, weilsich dies Th
i^

in ogais Rezensionen finden, die er neben ubersetzung eifrig schrieb
ノ'、

Zum schluB ist festzuste11en, daB ogai bei ,Maihime" und ,utakatano-ki" viel Heyse verdankt; bei der letzten aber h t r

Vielmehr verschiedene Kunstgri丘e benutzt, die er durch seine eigenen grundlichen studien der eur0 豆ischen Literat r b

hatte・ so kann man zusammenfassend sagen,daB Heyses Theorie auf die Nove11en ogais eine groBe wirkun eubt h t, b
nicht absolut.

圓0

ノノ、

美K 鬮

Ogais drei Fruhnove11en und paul Heyses Nove11entheorie
〔
晶
〕




