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荷
風
の
小
説
作
法

1
－
1
ノ
ー
ト
0
　
－

本
紀
要
前
号
に
記
し
た
ノ
ー
ト
H
の
要
旨
を
初
め
に
書
き
と
め
て
お
く
。

H
　
荷
風
の
文
学
は
風
俗
小
説
と
考
え
ら
れ
る
。
失
わ
れ
ゆ
く
過
去
、
現
在
の
風

俗
（
世
態
人
情
）
を
記
銀
に
と
ど
め
る
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
小
説
家
と
し
て
の

自
己
に
彼
は
満
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
風
俗
小
説
と
は
、
い
わ

れ
る
と
こ
ろ
の
思
想
性
、
批
評
精
神
の
欠
如
し
た
そ
れ
で
は
な
い
。
初
期
の
作

品
に
見
ら
れ
る
積
極
的
な
思
想
性
、
社
会
問
題
へ
の
関
心
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
小
説
に
思
想
不
要
を
あ
え
て
揚
言
す
る
明
治
四
十
二
、
三
年
以
降
の
荷
風

の
方
向
も
、
裏
返
せ
ば
彼
の
し
た
た
か
な
思
想
性
、
批
評
精
神
の
逆
説
的
な
あ

ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

⇔
　
荷
風
が
小
説
作
法
と
し
て
強
調
す
る
も
の
の
l
つ
は
、
「
観
察
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
自
然
や
風
景
、
風
俗
の
観
察
で
あ
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
何
よ
り
も
人

間
観
察
で
あ
る
。
そ
し
て
、
荷
風
の
人
間
観
察
の
特
徴
は
、
身
を
や
つ
し
て
の

観
察
に
あ
る
。
好
ん
で
狭
斜
の
女
性
を
措
く
彼
の
小
説
作
法
の
基
盤
が
そ
こ
に

あ
る
。
観
察
は
荷
風
文
学
の
源
泉
で
あ
る
。

肖
　
荷
風
の
文
学
は
、
東
京
と
い
う
風
土
に
根
ざ
し
た
郷
土
文
学
で
あ
る
。
郷
土

文
学
の
強
味
は
、
よ
く
知
り
抜
い
た
土
地
、
生
活
、
人
間
を
措
く
と
こ
ろ
に
あ

る
。
そ
こ
で
は
観
察
が
最
も
行
き
と
ど
く
。
荷
風
は
東
京
と
い
う
郷
土
、
「
地

方
」
を
の
み
措
い
た
小
説
家
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
東
京
人
で
あ
る
こ
と

宮

　

　

尾

　

　

俊

　

　

彦

は
、
も
の
を
見
る
限
、
観
察
眼
に
も
か
か
わ
り
、
「
同
情
と
透
徹
、
冷
静
と
情

熱
」
と
い
う
一
見
矛
盾
す
る
も
の
を
調
和
さ
せ
得
る
資
質
を
与
え
た
。

以
下
、
荷
風
の
小
説
作
法
に
つ
い
て
書
き
継
ぐ
こ
と
と
す
る
。

四

荷
風
は
文
章
家
で
あ
る
。
文
章
に
文
学
の
命
を
み
る
。
「
l
体
、
文
学
者
の
一
番

苦
心
す
る
処
は
ど
う
云
ふ
処
で
す
。
思
想
で
す
か
。
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
『
冷

笑
』
の
小
説
家
青
野
紅
雨
は
こ
う
答
え
る
。

私
の
考
へ
ぢ
や
思
想
よ
り
も
文
章
で
す
ね
。
思
想
は
文
学
者
で
な
く
ツ
て
も
知
識

と
経
験
の
あ
る
人
は
誰
で
も
相
当
の
思
想
を
持
っ
て
居
る
も
ん
で
す
。
苛
も
文
学

者
に
な
ら
う
と
す
る
も
の
が
思
想
の
な
い
管
は
な
い
。
然
し
思
想
が
あ
つ
て
も
此

れ
を
他
人
に
伝
へ
る
発
表
の
方
法
が
な
け
れ
ば
思
想
が
な
い
の
も
同
様
で
せ
う
。

だ
か
ら
私
は
文
学
者
の
一
番
苦
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
文
章
だ
と
云
ふ
の

です。
文
学
者
に
「
思
想
」
の
あ
る
の
は
当
然
だ
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
は
あ
る

が
、
彼
は
文
章
に
苦
心
を
払
う
の
が
文
学
者
の
あ
る
べ
き
姿
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

至
極
当
り
前
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
い
う
荷
風
に
は

文
学
者
と
し
て
備
っ
て
立
つ
基
本
的
な
姿
勢
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
形
式
の
作
家
」
と
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し
て
の
立
場
で
あ
る
。
「
私
は
唯
だ
『
形
』
を
愛
す
る
美
術
家
と
し
て
生
き
た
い
の

だ
」
（
「
歓
楽
」
）
　
と
い
う
荷
風
は
、
外
遊
中
に
そ
の
立
場
を
確
立
し
た
よ
う
で
あ

る
。
ヴ
エ
ル
レ
ー
ミ
　
マ
ラ
ル
メ
に
範
を
と
り
な
が
ら
、
「
自
分
は
形
式
の
作
家
で

満
足
す
る
。
芸
術
の
価
値
は
そ
の
内
容
に
あ
ら
ず
し
て
寧
如
何
に
し
て
そ
の
内
容
の

思
想
を
昇
表
し
た
か
と
い
ふ
手
際
に
あ
る
」
（
明
治
4
1
・
2
・
2
0
西
村
拷
山
宛
書
簡
）

と
い
う
の
で
あ
る
。
い
か
に
発
表
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
表
現
す
る
か
で

あ
り
、
即
ち
文
章
表
現
の
問
題
で
あ
る
。

先
に
彼
の
文
章
重
視
は
、
「
思
想
」
を
前
操
と
す
る
と
い
っ
た
が
、
小
説
が
文
学

で
あ
る
限
り
「
独
創
」
も
ま
た
小
説
の
価
値
を
左
右
す
る
。

詩
歌
小
説
は
創
意
を
主
と
し
技
巧
を
賓
と
す
、
技
芸
は
熟
練
を
主
と
し
て
創
意
を

資
と
す
。
詩
歌
小
説
の
作
措
辞
老
練
に
過
ぎ
て
創
意
乏
し
け
れ
ば
軽
浮
と
な
る
。

（
「
一
夕
」
大
正
5
）

し
か
し
、
創
意
に
乏
し
い
作
品
で
あ
っ
て
も
、
「
未
だ
全
く
排
棄
す
べ
き
に
非
ら
ず
」

と
し
て
、
表
現
の
巧
み
な
も
の
は
そ
れ
だ
け
で
も
価
値
が
あ
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に

荷
風
の
真
骨
頂
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
彼
は
、
表
現
か
ら
技
巧
を
排
斥
す
る

わ
が
国
の
自
然
主
義
文
学
の
あ
り
方
に
対
し
て
は
、
強
く
反
発
す
る
。

今
日
若
い
書
生
の
頻
に
称
道
す
る
自
然
主
義
の
文
学
の
如
き
は
、
到
底
吾
々
の
了

解
し
得
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
美
辞
麗
句
を
連
ね
て
微
妙
の
思
想
を
現
は

す
事
を
虚
偽
だ
と
か
遊
戯
だ
と
か
云
っ
て
此
れ
を
卑
む
ら
し
く
思
は
れ
る
が
、
文

学
の
真
髄
は
つ
ま
る
処
虚
偽
と
遊
戯
こ
の
二
つ
よ
り
外
は
な
い
。
其
れ
を
卑
む
な

ら
ば
、
寧
ろ
文
学
に
関
与
は
ら
ぬ
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。
（
「
新
帰
朝
者
日
記
」
明

治42）
日
本
自
然
主
義
は
、
「
人
生
の
為
め
な
る
口
実
の
下
に
全
く
文
学
的
製
作
の
一
要

素
た
る
文
章
の
問
題
を
除
外
し
て
し
ま
つ
」
て
い
る
の
で
あ
る
（
谷
崎
潤
一
郎
氏
の

作
品
」
明
治
亜
）
。
彼
等
は
「
辺
土
の
方
言
」
と
「
英
語
翻
訳
の
口
調
」
で
小
説
を
書

い
て
い
る
と
荷
風
は
難
ず
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
荷
風
の
文
学
観
、
文
章
観
を
も
う
少
し
具
体
的
に
み
て
み
よ

う
。
彼
の
よ
し
と
す
る
文
章
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
か
な

り
の
変
遷
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

習
作
期
の
荷
風
の
文
体
が
、
広
浄
柳
渡
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
彼
自
身
の

い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

余
は
其
頃
最
も
熱
心
な
る
柳
浪
先
生
の
崇
拝
者
な
り
き
。
今
戸
心
中
、
黒
晰
嫁
、

河
内
屋
、
亀
さ
ん
等
の
詩
作
は
余
の
愛
読
し
て
措
く
能
は
ざ
り
し
も
の
に
し
て
余

は
当
時
紅
葉
眉
山
露
伴
諸
家
の
雅
俗
文
よ
り
も
選
に
柳
浪
先
生
が
対
話
体
の
小
説

を
好
み
し
な
り
。
（
「
書
か
で
も
の
記
」
大
正
7
）

こ
こ
で
い
う
「
対
話
体
の
小
説
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
江
戸
人
情
本
の
系
譜

を
引
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
荷
風
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
彼
が
推
賞
す
る
為
永

春
水
の
詩
作
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
荷
風
の
春
水
論
に
「
往
復

問
答
」
な
る
こ
と
ば
で
引
か
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
対
話
体
の
文

章
の
軽
妙
と
磯
智
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
荷
風
の
習
作
期
詩
作

の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
荷
風
の
外
遊
の
前
後
を
含
む
初
期
の
文
章
観
を
み
て
み
る
と
、
先
に
引
い

た
『
新
帰
朝
者
日
記
』
で
も
い
う
よ
う
に
、
「
美
辞
麗
句
」
を
主
と
し
た
修
辞
を
重

視
す
る
懐
向
が
み
ら
れ
る
。
具
体
的
な
作
品
で
い
え
ば
『
闇
の
叫
び
』
『
地
獄
の
花
』

『
新
任
知
事
』
、
あ
る
い
は
『
あ
め
り
か
物
語
』
『
ふ
ら
ん
す
物
語
』
中
の
い
く
つ
か
、

更
に
は
『
歓
楽
』
の
文
体
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
次
に
引
く
の
は
文
学
作
品

に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
く
、
か
の
自
由
の
女
神
像
を
見
て
の
感
想
で
は
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
い
う
。
「
何
れ
の
美
術
に
し
て
も
所
謂
ア
ク
セ
ソ
リ
ー
な
る
も
の
を
無

視
し
て
は
美
術
の
効
果
を
全
か
ら
し
む
る
事
は
出
来
な
い
」
（
「
あ
め
り
か
物
語
L
I

夏
の
海
Ⅰ
明
治
讐
。
外
遊
中
の
生
田
英
山
宛
書
簡
で
も
修
辞
の
重
要
性
が
説
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
荷
風
の
文
章
観
の
行
き
つ
い
た
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

自
分
は
文
章
詩
句
を
あ
る
程
度
ま
で
音
楽
と
一
致
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
居
る
。
言

辞
の
発
音
章
句
の
朗
読
が
直
に
一
種
神
秘
な
思
想
に
触
れ
る
様
に
し
た
い
。
（
中



荷風の小説作法

35

略
）
結
構
も
思
想
も
単
純
で
強
ひ
て
其
の
主
意
を
云
へ
ば
悲
し
い
と
か
其
れ
だ
と

か
云
ふ
一
言
で
尽
き
て
了
ふ
が
読
ん
で
居
る
と
丁
度
音
楽
を
き
く
と
同
様
で
口
で

説
明
の
出
来
な
い
一
種
幽
艶
な
悲
愁
を
感
ず
る
の
だ
。
（
前
掲
西
村
滞
山
宛
書
簡
）

こ
の
文
章
の
音
楽
性
を
荷
風
は
「
文
章
の
調
子
」
と
も
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の

「
調
子
」
と
い
う
の
は
、
七
五
調
と
か
八
六
調
と
い
っ
た
古
く
か
ら
の
日
本
の
伝
統

的
な
も
の
の
謂
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
彼
に
い
わ
せ
る
と
、
そ
う
い
う
古
来

か
ら
の
調
子
は
、
「
読
ん
で
行
く
時
に
口
調
を
好
く
す
る
為
め
の
調
子
」
で
あ
り
、

荷
風
が
説
く
と
こ
ろ
の
そ
れ
は
、
「
人
間
の
微
妙
な
心
持
を
現
は
し
出
す
為
め
の
調

子
」
で
あ
っ
て
、
二
つ
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
前
略
）
文
章
の
形
式
を
韻
文
に
し
な
く
て
も
、
散
文
と
し
て
、
夕
暮
な
ら
夕
碁

の
感
じ
、
朝
な
ら
朝
の
感
じ
、
其
他
、
嬉
し
い
と
か
、
悲
し
い
と
か
云
ふ
微
妙
な

心
持
を
、
微
妙
な
文
章
の
音
楽
的
調
子
に
依
っ
て
、
人
に
伝
へ
る
こ
と
が
出
来
る

と
信
じ
て
居
る
。
そ
し
て
、
私
は
私
の
文
章
の
中
に
、
矢
張
り
音
楽
的
調
子
を
加

味
す
る
こ
と
に
苦
心
し
て
居
る
。
即
ち
文
字
と
文
字
と
を
綴
っ
て
行
く
其
中
に
、

自
ら
な
る
調
子
を
作
っ
て
、
其
間
に
言
葉
で
現
は
し
得
ら
れ
ぬ
所
の
情
調
を
、
読

者
の
胸
へ
自
ら
刻
ん
で
行
く
と
云
ふ
方
法
で
あ
る
。
（
「
文
章
の
調
子
と
色
」
明
治

43）彼
自
身
が
「
そ
れ
を
抽
き
出
し
て
、
漸
う
で
あ
る
と
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
、

些
つ
と
難
か
し
い
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
こ
う
い
う
手
法
だ
と
明
確

に
で
き
な
い
性
格
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
音
楽
的
文
章
を
目
標
と
し
て
い

た
こ
と
は
了
解
で
き
よ
う
。

そ
れ
と
は
少
三
一
一
口
う
と
こ
ろ
は
異
な
る
が
、
ア
ソ
ケ
ー
ト
に
答
え
て
、

小
説
の
地
の
文
の
語
尾
は
、
成
り
だ
け
同
音
の
字
で
終
ら
ぬ
や
う
に
し
た
い
。
例

へ
は
第
一
句
が
「
あ
っ
た
」
な
ら
ば
次
の
句
に
は
「
た
」
の
音
を
避
け
る
。
つ
ま

り
聴
覚
の
問
題
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
（
明
治
4
2
）

と
し
て
い
る
の
も
、
音
楽
的
文
章
と
い
う
こ
と
と
か
か
わ
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
あ
め
り
か
物
語
』
や
『
西
遊
日
誌
抄
』
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
外
遊
中
、
特
に

ア
メ
リ
カ
の
地
に
お
い
て
盛
ん
に
音
楽
会
、
そ
れ
も
オ
ペ
ラ
の
会
場
に
精
勤
し
た
荷

風
が
、
言
葉
と
音
楽
と
の
か
か
わ
り
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
推
察
で
き

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
後
年
オ
ペ
ラ
『
意
飾
情
話
』
を
書
い
た
荷
風
が

思
い
起
こ
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
西
洋
音
楽
で
あ
る
が
、
一
方
邦
楽
に
つ
い
て
も
、
小
唄
の
歌
詞
に
洗
練

さ
れ
た
言
語
の
巧
妙
な
用
法
を
み
て
と
る
荷
風
は
、
需
め
に
応
じ
て
事
曲
の
歌
詞
な

ど
も
作
詞
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
荷
風
が
文
章
の
技
巧
、
修
辞
に
心
を
く
だ
き
、
文
章

の
彫
琢
に
骨
身
を
け
ず
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
形
式
技
巧
に
は
や
か
ま
し
い

が
、
宗
教
や
哲
学
に
は
興
味
を
寄
せ
な
い
と
さ
れ
る
『
冷
笑
』
の
青
野
紅
雨
は
ハ
当

年
の
荷
風
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
荷
風
は
、
例
の
谷
崎
推
挽
の
文
章
『
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作

品
』
に
お
い
て
、
谷
崎
の
文
章
を
ど
う
見
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
谷
崎
文
学
の

特
徴
の
第
三
と
し
て
、
「
文
章
の
完
全
な
る
事
」
を
挙
げ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
華

や
か
な
技
巧
的
文
章
と
い
う
意
味
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
簡
勤
雄
渾
の

筆
致
」
と
評
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
「
驚
く
べ
き
簡
明
な
文
章
」
と
も
い
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
「
菓
し
い
文
章
」
と
は
評
し
て
も
、
華
麗
と
は
い
わ
な
い
と
こ
ろ
に
、
荷
風

の
到
達
し
た
文
章
観
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
そ
れ
は
、
些
細
な
る

一
字
一
句
と
い
え
ど
も
適
切
に
選
び
抜
い
た
辞
句
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
文
章
で
あ

る
。
「
氏
の
文
章
の
美
は
決
し
て
修
辞
の
末
技
か
ら
起
る
も
の
で
な
く
て
、
尽
く
内

部
の
感
激
か
ら
発
し
て
ゐ
る
」
と
評
す
る
の
は
、
そ
の
ま
ま
荷
風
の
理
想
と
す
る
文

章
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
こ
れ
ら
の
荷
風
の
評
言
の
中
で
、
「
簡
勤
」
　
と
か

「
簡
明
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
に
、
以
後
の
荷
風
作
品
の

名
文
た
る
所
以
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

大
正
十
二
年
に
書
か
れ
た
『
隠
居
の
こ
ご
と
』
な
る
文
章
で
、
荷
風
は
そ
の
尊
敬

す
る
除
外
の
『
渋
江
抽
斎
』
を
評
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
美
辞
を
連
ね
て
文
を

飾
る
は
易
し
」
と
し
て
技
巧
を
凝
ら
し
た
美
文
を
否
定
し
、
「
（
「
渋
江
抽
斎
」
　
の
）
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文
章
の
体
裁
は
猶
平
常
の
言
語
談
話
の
如
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
も
は
や
修
辞
云
々

は
そ
こ
に
な
い
。
文
勢
、
気
品
に
こ
そ
文
章
の
精
髄
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
文
辞
は
洗
練
が
第
一
な
り
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
　
「
形
式
の
字
句
に
あ
ら

ず
感
情
思
想
の
洗
練
な
り
」
（
日
記
昭
和
6
・
1
・
4
）
　
と
い
う
の
も
、
枝
葉
末
節

の
技
巧
主
義
の
排
除
に
他
な
ら
な
い
。
以
後
の
荷
風
の
文
章
観
は
益
々
単
純
明
快
に

な
る
。
バ
ル
ビ
エ
ス
の
作
品
を
評
し
て
ヾ
「
文
章
は
平
淡
簡
明
に
し
て
二
点
の
虚
飾

な
し
、
是
余
の
最
盛
服
せ
し
と
こ
ろ
な
り
」
（
日
記
昭
和
7
・
2
・
8
）
と
い
う
。

レ
ニ
ュ
ー
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
「
布
居
複
雑
。
技
巧
絶
妙
。
文
辞
簡
明
」
（
日
記
昭

和
1
4
‘
1
0
・
3
0
）
と
評
す
る
が
、
こ
こ
で
「
技
巧
絶
妙
」
と
い
う
「
技
巧
」
は
文
章

上
の
そ
れ
で
は
な
く
、
構
成
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
文

辞
は
や
は
り
「
簡
明
」
で
あ
る
。
デ
ュ
ア
メ
ル
の
作
に
つ
い
て
も
、
「
筆
致
簡
朴
見

る
べ
き
作
な
り
」
（
日
記
昭
和
1
8
・
7
・
1
2
）
と
い
う
。

一
方
、
フ
ロ
オ
ペ
ル
の
初
期
作
品
を
「
文
章
の
絢
爛
さ
な
が
ら
錦
練
の
ご
と
し
」

と
評
し
な
が
ら
、
『
ポ
バ
リ
イ
夫
人
』
　
の
文
章
は
「
平
担
清
楚
」
と
い
う
。
し
か
し
、

そ
の
平
坦
清
楚
は
絢
爛
を
通
っ
て
到
達
し
得
た
も
の
だ
と
い
う
（
日
記
昭
和
1
8
・

1
・
3
）
。
荷
風
白
身
の
技
巧
主
義
か
ら
簡
動
へ
の
道
を
そ
の
ま
ま
フ
ロ
オ
ペ
ル
評
に

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
つ
い
て
の
評
で
あ
る
が
、
日
本
の
近
代
小
説
に
つ
い

て
の
評
に
は
、
一
葉
、
除
外
、
潤
一
郎
の
そ
れ
を
除
い
て
は
そ
の
文
章
を
賞
讃
し
た

も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
推
す
に
足
る
文
章
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
、
同
時
代
人
の
作
品
に
面
を
背
け
て
い
た
故
で
も
あ
ろ
う
か
。

近
代
の
も
の
で
は
な
い
が
、
江
戸
末
期
の
文
人
橋
南
新
の
『
東
連
記
』
に
つ
い
て

は
、
や
は
り
「
簡
易
流
陽
の
文
余
の
常
に
規
範
と
な
す
と
こ
ろ
な
り
」
（
日
記
昭
和

2
1
・
2
・
2
0
）
と
記
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
う
み
て
く
る
と
、
荷
風
の
到
り
着
い
た
文
章
は
、
「
簡
勤
」
「
簡
明
」
　
「
簡
朴
」

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
え
て
く
り
返
す
な
ら

ば
、
そ
れ
は
「
絢
爛
」
を
通
過
し
て
の
ち
に
至
り
得
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
文
章
が
、
内
容
の
貧
し
い
、
つ
ま
ら
な
い
作
品
に
用
い
ら
れ
た
時
、
何
と

も
味
気
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
は
、
荷
風
晩
年
の
戦
後
の
諸
作
品
を
読
む
時
明
ら
か

に
象
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
簡
明
」
「
簡
朴
」
の
文
章
に

は
、
そ
れ
な
り
の
何
か
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
は
た
か
ろ
う
か
。
そ
の
何
か
を
、

こ
こ
で
は
「
含
蓄
」
「
余
情
」
と
み
て
お
こ
う
。
か
の
『
渋
江
抽
斎
』
は
、
「
一
字
一

句
含
蓄
の
味
あ
り
」
と
し
て
、
言
文
l
敦
の
文
体
が
こ
こ
に
至
っ
て
品
格
を
備
え
、

古
文
と
括
抗
す
る
こ
と
を
得
、
完
成
の
域
に
逢
し
た
と
さ
れ
る
。
荷
風
は
、
「
余
は

唯
古
文
を
愛
す
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
含
蓄
の
あ
る
と
こ
ろ
に
魅
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
古
文
の
中
共
文
章
家
含
蓄
あ
り
」
と
評
さ
れ
た
の
は
『
孝
経
』
で

あ
る
。
「
東
洋
の
古
典
は
文
章
を
愛
す
る
も
の
必
反
覆
熟
読
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
も

の
な
り
」
（
日
記
昭
和
3
・
1
2
・
1
2
）
と
も
彼
は
い
う
。

簡
明
に
し
て
含
蓄
あ
る
文
章
、
そ
れ
が
荷
風
の
理
想
と
し
た
文
章
だ
と
い
え
よ

ら
ノ
〇

五

さ
て
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
文
章
を
作
り
上
げ
る
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

文
章
修
業
が
必
須
の
こ
と
に
な
ろ
う
。

文
辞
は
洗
練
が
第
一
な
り
、
形
式
の
字
句
に
あ
ら
ず
感
情
思
想
の
洗
練
な
り
、
是

多
年
切
磋
琢
磨
の
余
自
ら
得
来
る
も
の
な
り
、
（
日
記
昭
和
6
・
1
・
4
）

そ
れ
で
は
荷
風
の
文
章
修
業
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
引

い
た
日
記
転
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
東
洋
の
古
典
、
古
文
を
熟
読
す
る
こ
と
も
そ
の
一

つ
の
修
業
で
あ
っ
た
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
l
葉
、
鴎
外
の
作
を
読
ん
だ
の
も
修
業
の

一
つ
で
あ
っ
た
。

樋
口
一
葉
は
、
荷
風
の
敬
愛
し
た
作
家
で
あ
る
。
「
余
が
最
も
好
む
土
地
と
花
と

人
」
と
い
う
雑
誌
ア
ソ
ケ
ー
ト
に
答
え
て
、
「
近
世
小
説
家
に
て
は
一
葉
女
史
な
る

べ
L
L
と
し
、
そ
の
日
記
中
に
も
し
ば
し
ば
一
葉
の
名
前
が
登
場
し
、
そ
の
作
品
を

熟
読
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
作
家
志
望
の
女
性
に
与
え
た
書
簡
に
は
、
「
御
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作
は
今
少
し
文
章
を
直
し
て
今
一
層
一
葉
風
に
か
き
改
め
侯
は
ゞ
公
表
致
侯
て
も
必

成
功
致
す
事
と
存
侯
」
（
昭
和
1
5
・
1
2
・
1
1
小
野
す
み
子
宛
書
簡
）
と
あ
っ
て
、
一

葉
の
文
章
に
規
範
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
、
敬
慕
あ
た
わ
ざ
る
除
外
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
無
論
の
こ
と
頻
繁
に
言
及

さ
れ
る
。

余
先
生
の
文
章
に
接
す
れ
ば
お
の
づ
か
ら
襟
を
正
し
端
坐
し
て
反
復
精
読
す
る
を

常
と
す
。
今
日
文
士
の
文
に
し
て
措
辞
用
語
の
信
じ
て
模
範
と
な
す
べ
き
も
の
実

に
先
生
の
文
章
を
措
き
て
他
に
こ
れ
無
け
れ
ば
な
り
。
先
生
の
文
章
は
平
素
の
博

識
容
易
に
漢
文
の
精
と
拉
旬
文
の
粋
と
を
抜
来
り
打
っ
て
一
丸
と
な
せ
し
も
の
ゝ

如
し
。
格
調
峻
厳
竃
も
粉
飾
の
辞
な
く
理
路
整
然
柳
か
晦
渋
の
跡
な
き
が
故
に
読

過
す
る
や
其
の
快
い
ふ
べ
か
ら
ず
、
恰
も
西
洋
古
代
彫
刻
の
名
作
に
対
す
る
が
如

き
思
あ
り
。
（
中
略
）
我
が
鴎
外
先
生
の
文
章
人
を
し
て
自
ら
襟
を
正
き
し
む
る

も
の
所
以
な
き
に
あ
ら
ず
。
（
「
松
の
内
」
大
正
7
）

こ
れ
以
上
の
讃
辞
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
荷
風
は
文
筆
に
携
わ
ろ
う
と
す
る
者
に
対

し
て
、
近
代
の
文
学
者
の
小
説
は
決
し
て
良
い
影
響
を
与
え
な
い
か
ら
読
む
べ
き
で

は
な
い
、
と
い
う
。
し
か
し
障
外
は
例
外
で
あ
る
。
そ
の
文
章
は
模
範
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
時
に
は
字
引
に
も
な
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
叙
事
の
精
緻
を

極
め
て
一
の
剰
語
を
だ
に
著
け
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
「
渡
に
形
容
の
辞
句
を
連
ね

る
と
こ
ろ
な
し
と
雑
読
過
お
の
づ
か
ら
眼
前
に
浮
び
来
る
」
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に

荷
風
が
庶
幾
し
た
「
簡
明
簡
朴
」
に
し
て
「
含
蓄
」
あ
る
文
章
そ
の
も
の
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
荷
風
の
文
章
修
業
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
古
典
や
一
葉
、
除
外
の

ご
と
き
名
文
を
熟
読
す
る
こ
と
も
無
論
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
彼
独
自
の
修
業
の
道

も
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
彼
の
文
学
の
一
角
を
占
め
る
日
記
で
あ
る
。
彼
は
、

日
誌
な
る
も
の
に
つ
き
て
は
平
生
思
ふ
と
こ
ろ
多
し
。
弱
冠
の
比
文
章
の
練
習
を

な
す
に
は
日
々
怠
る
こ
と
な
く
日
誌
を
記
す
る
よ
り
勝
る
は
な
し
と
人
よ
り
教
へ

ら
れ
し
が
そ
も
く
の
姶
な
り
。
（
「
日
誌
に
つ
き
て
」
昭
和
2
1
）

と
、
日
記
の
効
用
を
説
く
。
一
葉
の
日
記
も
そ
の
起
因
す
る
と
こ
ろ
は
「
修
辞
の

心
」
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
荷
風
が
日
記
を
記
す
に
当
っ
て
も
、
や
は
り
手
本
と
し

た
も
の
が
あ
っ
た
。
成
島
柳
北
の
『
航
西
日
乗
』
を
筆
頭
に
、
太
田
南
畝
、
安
井
息

軒
、
松
崎
僚
堂
、
細
井
平
洲
ら
の
江
戸
文
人
の
日
誌
紀
行
、
更
に
は
フ
ラ
ソ
ス
の
レ

オ
ソ
・
プ
ロ
ウ
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
の
日
誌
等
で
あ
る
。
荷
風
に
は
日
記
一
つ
を
記

す
忙
当
っ
て
も
こ
れ
だ
け
の
用
意
が
あ
っ
た
。
日
記
を
記
す
こ
と
は
文
章
修
業
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。

も
う
l
つ
、
荷
風
が
文
章
修
業
と
し
て
挙
げ
る
も
の
、
そ
れ
は
翻
訳
で
あ
る
。
こ

の
『
珊
瑚
集
』
の
訳
者
は
そ
の
訳
詩
に
つ
い
て
こ
う
い
う
。

当
時
わ
た
く
し
が
好
ん
で
此
事
に
従
っ
た
の
は
西
詩
の
余
香
を
わ
が
文
壇
に
移
し

伝
へ
や
う
と
欲
す
る
よ
り
も
、
寧
こ
の
事
に
よ
っ
て
、
あ
た
く
し
は
自
家
の
感
情

と
文
辞
と
を
洗
練
せ
し
む
る
助
け
に
な
さ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
（
「
訳
詩
に
つ

い
て
」
昭
和
2
）

続
い
て
こ
の
訳
詩
か
ら
そ
の
文
体
上
の
ヒ
ソ
ト
を
得
た
ら
し
い
二
、
三
の
作
品
を

挙
げ
て
い
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
「
感
情
と
文
辞
の
洗
練
」
の
た
め
に
翻
訳
に
従

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
特
に
「
感
情
」
の
洗
練
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
興
味
が

引
か
れ
る
。
荷
風
の
い
う
感
情
の
洗
練
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
か
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
昭
和
十
五
年
八
月
十
二
日
の
日
記
記
事
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
が
記
さ

れ
て
い
る
。
縁
日
で
見
か
け
た
夫
婦
者
の
門
付
け
の
沢
に
、
「
当
世
芸
術
家
の
演
奏

よ
り
も
哀
愁
切
々
と
し
て
暗
涙
を
催
」
し
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

こ
の
頃
残
草
オ
ペ
ラ
館
の
唱
歌
の
つ
ま
ら
な
く
な
り
し
は
芸
人
の
心
に
得
意
騎
懐

の
気
起
り
し
が
為
な
り
。
青
年
文
士
の
文
章
監
訊
む
べ
き
も
の
ゝ
出
で
ざ
る
も
蓋

不
遜
の
心
あ
る
が
為
な
る
べ
し
。
失
意
と
零
落
と
は
決
し
て
悲
し
む
べ
き
も
の
に

非
ら
ず
。

臍
慢
不
遜
の
心
で
は
人
生
は
歌
え
な
い
し
、
よ
き
文
章
も
ま
た
作
り
得
な
い
。
人

生
の
辛
酸
を
嘗
め
、
人
生
の
暗
所
を
知
り
得
た
者
で
あ
っ
て
こ
そ
、
人
の
世
を
表
現

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
荷
風
は
人
生
の
辛
酸
を
嘗
め
た
も
の
で
も
な
い
し
、
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零
落
を
体
験
し
た
も
の
で
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
フ
ラ
ソ
ス
象
徴
詩
に
そ
れ
を
学

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
た
と
え
そ
れ
が
「
自
分
の
身
丈
に
合
せ
て
し
か
切
り

（1）

と
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
象
教
派
詩
人
た
ち
の
世
界
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
。

と
こ
ろ
で
、
失
意
や
零
落
は
人
を
し
て
卑
屈
に
な
ら
し
め
る
。
し
か
し
、
荷
風
の

そ
れ
は
決
し
て
そ
う
し
た
体
の
も
の
で
は
な
い
。
荷
風
の
心
は
あ
く
ま
で
も
士
族
の

そ
れ
で
あ
る
。
身
は
や
つ
し
て
も
心
ま
で
卑
し
く
は
し
な
い
。
失
意
に
お
ち
い
り
、

零
落
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
面
に
得
意
の
絶
頂
が
あ
り
、
栄
華
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
失
意
と
得
意
、
零
落
と
栄
華
、
そ
の
双
方
に
身
を
置
き
、
体
験
し
得

た
も
の
に
し
て
初
め
て
人
世
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
身
は
卑
し
く

と
も
心
は
高
み
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
哀
愁
の
調
べ
が
生
ま
れ
る
。
前

述
の
夫
婦
者
の
乞
食
は
、
「
其
顔
立
よ
り
察
す
る
に
東
京
の
者
な
る
べ
L
L
と
推
察

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
そ
の
夫
婦
の
前
身
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
荷
風
は
身
分
卑
く
な
か
っ
た
者
と
考
え
て
い
る
。

文
章
は
人
格
で
あ
る
、
と
は
言
い
旧
さ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
荷
風
が
求
め
た

文
章
も
人
間
修
養
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
た
も
の
、
正
雅
な
文
章
で
あ
っ
た
ろ
う
。

「
感
情
の
洗
練
」
を
私
は
そ
う
考
え
た
い
。
「
談
話
の
善
悪
上
品
下
品
上
手
下
手
は
そ

の
人
に
在
り
。
学
ぶ
も
得
易
か
ら
ず
。
小
説
の
道
亦
斯
く
の
如
き
か
。
」
と
『
小
説
作

法
』
で
い
う
所
も
そ
こ
で
あ
ろ
う
。

文
辞
の
洗
練
、
感
情
思
想
の
洗
練
は
、
以
上
の
よ
う
な
様
々
な
多
年
の
切
磋
琢
磨

の
余
に
自
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
荷
風
は
、
日
本
語
の
愛
護
を
説
く
文
学
者
で
あ
っ
た
。

い
づ
こ
の
国
に
限
ら
ず
、
国
民
は
祖
先
伝
来
の
言
語
を
愛
護
し
、
そ
れ
を
丁
重
に

使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
が
あ
り
ま
す
。
い
か
な
る
物
で
も
放
沸
し
て
時

勢
の
赴
く
ま
ゝ
に
し
て
置
け
ば
破
壊
さ
れ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
絶
え
ず
之
を
矯
正
し

た
り
訓
練
し
た
り
し
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
言
語
と
文
章
の
崩
れ
て
行
く
の

を
矯
正
し
て
行
く
の
が
文
学
者
の
任
務
で
せ
う
。
（
「
亜
米
利
加
の
患
出
」
昭
和

20）

こ
の
こ
と
は
、
早
く
新
帰
朝
者
と
し
て
の
荷
風
が
説
い
て
い
る
こ
と
が
ら
で
も
あ

る
。
『
冷
笑
』
中
の
青
野
紅
雨
の
い
う
と
こ
ろ
を
引
用
し
て
み
ょ
う
。

私
は
外
国
の
も
の
を
読
む
毎
に
、
日
本
の
文
学
者
は
一
層
文
章
の
為
に
苦
し
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ひ
ま
す
よ
。
仏
蘭
酉
の
言
語
が
今
日
あ
る
点
ま
で
音
楽
も

同
様
の
葉
と
カ
を
持
っ
て
来
た
の
は
誰
の
功
演
で
す
。
文
学
者
で
せ
う
。
国
力
の

消
長
に
つ
い
て
言
語
が
何
れ
だ
け
の
カ
が
あ
る
か
は
ア
ル
ザ
ス
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
で

い
つ
も
絶
え
な
い
言
語
上
の
紛
争
を
見
て
も
分
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
日
本
の

文
学
者
は
一
体
日
本
語
の
将
来
に
つ
い
て
ど
う
考
へ
て
ゐ
る
の
か
知
り
ま
せ
ん
が

私
の
限
だ
け
に
は
今
の
処
で
は
何
だ
か
ま
だ
一
向
に
自
覚
が
薄
い
も
の
ゝ
や
う
に

思
ほ
れ
て
成
り
ま
せ
ん
よ
。
私
は
此
れ
ま
で
何
か
云
ふ
と
新
聞
記
者
か
ら
非
愛
国

の
思
想
を
歌
ふ
と
攻
撃
さ
れ
て
居
ま
す
が
、
日
本
語
を
綴
る
文
章
家
た
る
以
上
は

近
来
の
極
め
て
乱
雑
な
、
格
調
の
整
ほ
な
い
文
章
を
、
．
あ
の
練
磨
さ
れ
た
欧
洲
語

に
比
較
し
て
、
い
か
に
す
べ
き
も
の
か
と
息
は
な
い
時
は
な
い
で
す
。
ル
ー
マ
ニ

ヤ
の
詩
人
は
其
の
種
属
の
発
達
と
共
に
言
語
の
彫
家
に
つ
い
て
如
何
に
努
力
し

つ
ゝ
あ
る
か
と
云
ふ
事
を
外
国
の
雑
誌
で
読
ん
だ
事
が
あ
り
ま
す
。
然
る
に
日
本

の
青
年
文
学
者
は
六
号
活
字
で
必
要
も
な
い
悪
口
を
い
っ
て
泰
平
の
日
永
を
暮
し

て
居
ま
す
、
実
に
陽
気
な
と
こ
ろ
で
す
。

文
学
者
と
言
語
、
言
語
と
国
力
の
消
長
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
雄
弁
に
語
る
荷
風

か
ら
す
れ
ば
、
第
二
次
大
戦
中
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
、
標
語
の
類
の
野
卑
乱
雑
は
目
に
余

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
国
家
の
破
滅
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ

る
。
右
の
引
用
文
中
に
「
非
愛
国
の
思
想
を
歌
ふ
云
々
」
と
あ
る
が
、
荷
風
は
所
謂

愛
国
者
で
は
な
い
。
彼
の
い
う
「
愛
国
」
は
も
っ
と
本
質
的
な
こ
と
を
指
す
。
そ
れ

は
い
か
に
も
文
学
者
ら
し
い
、
荷
風
ら
し
い
愛
国
主
義
で
あ
る
。

わ
れ
等
の
意
味
す
る
愛
国
主
義
は
、
郷
土
の
美
を
永
遠
に
保
護
し
、
国
語
の
純
化

洗
練
に
力
む
る
事
を
以
て
第
一
の
義
務
な
り
と
考
ふ
る
の
で
あ
る
。
（
「
日
和
下

駄
」
大
正
4
）

こ
の
よ
う
に
日
本
語
の
愛
護
を
自
己
の
義
務
と
す
る
荷
風
に
よ
っ
て
唾
棄
す
べ
き
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も
の
と
さ
れ
た
の
が
、
新
聞
雑
誌
の
文
章
で
あ
っ
た
。

之
（
稿
者
注
＝
新
聞
雑
誌
に
掲
げ
ら
れ
る
文
芸
評
論
の
た
ぐ
い
）
を
目
に
す
れ
ば

い
つ
と
は
な
く
野
卑
蕪
雑
の
文
辞
に
馴
れ
浅
随
軽
薄
の
気
風
に
染
む
に
至
れ
ば
な

り
。
文
士
の
想
を
養
ひ
筆
を
磨
く
は
常
に
母
の
児
に
於
け
る
が
如
く
な
る
べ
し
。

（
中
略
）
優
秀
な
る
芸
術
の
制
作
に
従
事
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
文
学
雑
誌
を
手

に
す
る
勿
れ
。
（
「
偏
寄
館
漫
銀
」
大
正
9
）

孤
高
を
持
す
る
奇
人
荷
風
に
、
新
聞
雑
誌
は
好
意
的
で
な
く
、
彼
の
怒
り
を
か
う

が
ご
と
き
記
事
が
ま
ま
見
ら
れ
た
こ
と
も
、
荷
風
を
し
て
こ
れ
ら
の
記
事
、
文
章
に

背
を
向
け
さ
せ
た
一
原
因
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
文
章
の
蕪
雑
さ
が

最
大
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
次
に
引
く
の
は
新
聞
記
者
の
イ
ソ
タ
ビ
ュ
ー
に
対
す
る
談

話
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
い
う
。

小
説
で
も
書
く
場
合
に
は
現
代
の
新
聞
、
雑
誌
は
見
な
い
方
が
善
い
と
恩
ふ
こ
と

が
あ
る
。
英
は
何
故
か
と
言
ふ
と
、
新
聞
や
雑
誌
の
文
章
が
悪
い
こ
と
ゝ
、
文
字

の
妥
当
で
な
い
こ
せ
ゝ
共
か
ら
夢
し
く
地
方
語
の
変
っ
て
来
た
こ
と
等
で
、
其
ら

を
読
み
つ
け
る
と
、
自
分
が
意
識
し
な
い
内
に
、
其
ら
の
悪
い
債
向
に
感
染
す
る

か
の
如
く
感
ず
る
か
ら
、
成
丈
隔
離
し
ょ
う
と
す
る
旨
趣
に
基
く
の
で
あ
る
。

（
「
昨
日
午
前
の
日
記
」
明
治
4
2
・
1
0
・
1
6
国
民
新
聞
）

都
会
人
、
東
京
人
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
文
学
的
立
場
の
基
本
に
置
く
荷
風
に
と
っ

て
、
地
方
語
、
田
舎
こ
と
ば
は
我
慢
が
で
き
な
か
っ
た
。
田
舎
こ
と
ば
は
し
ば
し
ば

そ
の
嘲
笑
の
対
象
と
さ
れ
る
。
自
然
主
義
文
学
者
も
新
開
雑
誌
記
者
も
そ
の
点
で
は

同
断
で
あ
る
。

（
新
聞
紙
の
）
記
事
の
文
拙
劣
読
む
に
堪
え
ず
、
田
舎
の
方
言
を
用
い
て
都
会
の

事
件
を
赦
す
、
予
之
を
好
ま
ず
、
故
に
新
聞
紙
を
手
に
せ
ざ
る
な
り
、
（
日
記
昭

和
3
・
9
・
1
8
）

荷
風
が
新
聞
を
手
に
す
る
の
は
、
食
堂
な
ど
に
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
備
え
つ
け
ら

れ
た
も
の
か
、
置
き
忘
れ
て
あ
る
も
の
を
つ
れ
づ
れ
に
読
む
時
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ

っ
た
。
現
今
し
ば
し
ば
見
受
け
る
「
芋
づ
る
式
」
な
ど
と
い
う
語
も
、
荷
風
に
い
わ

せ
れ
ば
、
「
田
舎
言
葉
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

六

荷
風
文
学
の
主
調
を
な
す
詩
情
、
そ
れ
は
「
哀
愁
」
の
美
で
あ
る
、
と
私
は
以
前

（2）

論
じ
た
。
そ
の
哀
愁
を
詩
興
の
源
泉
だ
と
す
る
荷
風
に
と
っ
て
、
哀
愁
の
美
感
を
感

得
す
る
こ
と
も
ま
た
彼
の
小
説
作
法
の
一
つ
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

わ
た
く
し
は
既
に
莱
度
か
、
物
に
触
れ
時
に
感
ず
る
た
び
た
び
、
日
本
の
風
景
草

木
鳥
獣
か
ら
感
受
す
る
哀
愁
に
就
い
て
、
古
来
の
詩
歌
文
学
を
例
証
と
し
て
、
飽

く
こ
と
な
く
之
を
筆
に
し
て
ゐ
た
。
詩
興
の
源
泉
を
い
つ
も
こ
1
か
ら
汲
み
取
ろ

う
と
し
て
ゐ
た
。
（
「
冬
日
の
窓
」
昭
和
2
0
）

こ
の
文
章
が
敗
戦
の
年
の
暮
れ
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
殊

更
に
祖
国
日
本
の
風
土
と
気
候
と
に
言
い
知
れ
ぬ
懐
し
さ
を
覚
え
て
い
る
の
だ
、
と

も
い
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
荷
風
が
旧
作
の
『
冷
笑
』
や
『
父
の
恩
』
を
そ
の
例
証
と

し
て
引
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
あ
な
が
ち
国
破
れ
て
山
河
あ
り
の
感
慨

に
ふ
け
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
文
明
の
何

た
る
か
を
体
得
し
て
き
た
、
明
治
の
新
帰
朝
者
が
発
見
し
た
日
本
の
美
で
あ
っ
た
と

い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
『
父
の
恩
』
　
の
中
で
は
、
そ
れ
が
芸
術
l
敗
に
つ
い
て
の
言

で
は
あ
る
が
、
日
本
固
有
の
葉
の
尊
い
事
を
知
っ
た
の
は
決
し
て
明
治
新
政
府
の
官

僚
教
育
の
感
化
で
は
な
い
、
全
く
其
れ
に
反
抗
し
た
結
果
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い

る
。
明
ら
か
に
荷
風
は
、
浅
薄
な
文
明
開
化
の
波
に
毒
さ
れ
な
い
日
本
固
有
の
自

然
、
風
土
に
美
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
彼
の
い
う
京
慾
の
美
で
あ
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。
西
洋
文
明
の
本
質
を
知
っ
た
荷
風
は
、
自
国
の
固
有
の
風
土
に
彼

の
美
を
見
出
し
た
。
そ
れ
が
彼
の
郷
土
芸
術
を
説
く
所
以
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
私
は
既
に
、
同
じ
く
『
父
の
恩
』
の
一
節
「
過
去
の
追
想
は
私
に
取
っ

て
新
し
い
美
的
感
激
の
泉
と
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
又
深
い
悟
道
の
た
よ
り
と
も
な

り
始
め
た
の
で
す
。
」
等
を
引
い
て
、
哀
愁
の
黄
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
過
去

の
回
想
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
。
伝
統
的
な
日
本
の
美
が
、
西
洋
文
明
の
皮
相
な
移
　
3
9
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人
に
よ
っ
て
そ
こ
な
わ
れ
た
時
、
残
る
の
は
固
有
の
風
土
の
美
で
な
け
れ
ば
、
古
き

ょ
き
過
去
の
時
代
で
は
な
い
か
。
荷
風
の
文
学
が
回
想
を
基
調
と
し
た
文
学
で
あ
る

理
由
が
そ
こ
に
あ
る
。
荷
風
に
お
け
る
「
過
去
」
の
意
味
に
つ
い
て
も
既
に
考
察
し

（4）

た
の
で
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
ひ
か
え
る
が
、
と
も
か
く
過
去
の
追
想
に
よ
っ
て
笈

慾
の
美
を
と
ら
え
る
こ
と
も
、
荷
風
の
小
説
作
法
の
l
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
く
こ
と
と
す
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
回
想
追
想
が
、
ひ
と
つ
哀
愁
の
美
を
求
め

る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
の
み
で
は
な
く
、
冷
静
客
観
の
作
家
の
眼
を
保
つ
た
め
の

手
法
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

小
説
の
創
作
は
感
情
の
激
動
あ
り
て
後
沈
思
回
想
の
心
境
に
立
戻
り
得
て
始
め
て

為
さ
る
ゝ
も
の
な
り
。
例
へ
は
自
叙
伝
の
執
筆
の
如
き
わ
が
身
の
上
を
も
他
人
の

や
う
に
眺
め
取
扱
ふ
余
裕
な
く
ん
は
い
か
で
か
精
緻
深
刻
な
る
心
理
の
解
剖
を
試

み
得
ん
や
。
（
「
小
説
作
法
」
）

無
論
こ
れ
は
、
初
学
者
に
向
け
て
客
観
的
態
度
の
必
要
を
述
べ
た
も
の
で
は
あ
る

が
、
時
代
の
、
社
会
の
記
録
者
た
ら
ん
と
す
る
荷
風
自
身
の
姿
勢
で
も
あ
る
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。
一
方
、
そ
の
姿
勢
が
ま
た
、
荷
風
の
批
評
批
判
に
は
自
己
に
対
す
る

省
察
転
欠
け
て
い
る
、
己
れ
を
局
外
に
置
い
た
批
評
は
其
の
批
評
に
価
し
な
い
、
と

論
難
さ
れ
る
要
田
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

江
戸
芸
術
は
社
会
か
ら
追
放
流
窺
さ
れ
た
為
め
に
却
て
社
会
的
道
徳
に
囚
は
れ
妨

げ
ら
る
ゝ
事
な
く
、
自
由
に
窓
に
独
特
の
発
達
を
遂
げ
得
た
の
だ
。
（
「
紅
茶
の

後
」
明
治
4
3
）

と
荷
風
は
考
え
る
。
彼
自
身
が
社
会
か
ら
追
放
さ
れ
た
と
は
い
え
な
か
ろ
う
。
し
か

し
、
人
一
倍
自
由
で
、
ほ
し
い
ま
ま
の
生
き
方
、
文
学
を
念
じ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
「
わ
れ
は
主
張
の
芸
術
を
捨
て
ゝ
趣
味
の
芸
術
に
赴
か
ん
と
す
」
と
宣
言
し
た

の
も
、
そ
の
自
由
を
保
持
せ
ん
が
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
心
な
ら
ず
も
世

に
従
ひ
行
く
」
こ
と
で
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
何
よ
り
も
己
れ
の
自
由
を
欲
し

た
荷
風
に
と
っ
て
は
止
む
を
え
ぬ
道
で
あ
っ
た
。
自
己
の
生
き
方
、
換
言
す
れ
ば
文

学
を
、
「
遊
び
だ
よ
。
道
楽
だ
よ
。
」
と
い
い
、
「
僕
は
矢
張
自
覚
な
ん
ぞ
し
な
い
で
浮

世
を
茶
に
し
て
渡
り
た
い
。
」
（
「
冷
笑
」
）
と
い
う
の
も
、
「
窮
屈
」
　
を
振
っ
て
自
由

で
あ
り
た
い
と
す
る
欲
求
で
あ
る
。
「
自
己
を
欺
き
強
ひ
て
世
と
隔
離
す
る
」
の
が

東
洋
の
文
学
だ
と
彼
は
い
う
が
　
（
「
厨
の
窓
」
）
、
荷
風
は
己
れ
に
忠
実
な
ら
ん
と
し

て
強
い
て
世
と
隔
離
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
「
自
己
を
発
揮
す
る
積
極
的
の

努
力
と
、
自
己
を
無
に
し
て
し
ま
ふ
消
極
的
の
我
慢
と
を
比
較
す
る
に
、
目
下
の
処

消
極
的
我
慢
の
方
が
遥
に
容
易
に
し
て
且
つ
便
利
で
あ
る
」
と
も
い
う
が
、
彼
自
身

は
「
自
己
を
発
揮
す
る
横
極
的
の
努
力
」
を
し
て
、
世
と
隔
離
し
た
の
で
あ
る
。
現

に
彼
は
こ
う
言
う
。

よ
き
詩
を
作
る
に
は
、
寂
実
を
愛
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
血
縁
の
繋
累
、
社
会
の
制
裁

か
ら
隔
離
せ
ね
は
な
ら
ぬ
。
彷
径
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
「
歓
楽
」
）

荷
風
が
己
れ
を
世
の
中
か
ら
隔
離
し
た
の
は
、
よ
き
詩
を
作
る
た
め
の
積
極
的
な

方
途
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
父
母
親
戚
の
日
か
ら
は
言
語
道
断
の
無
頼
漢
」
の
そ
し

り
を
受
け
て
も
動
ぜ
ず
、
己
れ
の
道
を
歩
き
続
け
得
た
わ
け
で
あ
る
。

荷
風
の
孤
独
の
道
は
徹
底
し
て
い
る
。
あ
の
住
み
心
地
の
よ
い
文
壇
か
ら
も
独
り

離
れ
、
門
弟
も
持
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
読
事
に
も
及
ん
で
い
る
。
荷
風
の
読

書
は
、
例
外
と
し
て
の
障
外
の
著
作
を
除
い
て
は
、
彼
の
眼
が
ね
に
か
な
っ
た
僅
か

な
文
学
者
の
そ
れ
で
あ
り
、
大
半
は
そ
の
好
尚
し
た
フ
ラ
ソ
ス
文
学
の
数
々
で
あ
っ

た
。
荷
風
が
説
い
た
読
書
の
弊
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
そ
れ
は
読
書
に
よ
っ
て

先
人
の
模
倣
に
お
ち
い
る
こ
と
を
い
ま
し
め
る
、
と
い
う
小
説
作
法
上
の
初
歩
的
な

こ
と
が
ら
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
世
と
隔
離

す
る
た
め
の
方
途
と
し
て
の
荷
風
の
読
書
論
を
考
え
て
お
き
た
い
。

荷
風
は
読
書
人
で
あ
る
。
そ
の
日
記
に
夜
を
徹
し
て
の
読
書
の
記
事
を
見
出
す
こ

と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
読
む
も
の
か
ら
ほ
、
当
代
の
文
士
の
も
の
は
峻

拒
さ
れ
る
。
読
む
に
堪
え
な
い
と
す
る
の
も
そ
の
一
理
由
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
む
し

ろ
そ
こ
に
孤
高
の
人
な
ら
ん
と
す
る
荷
風
の
姿
勢
を
見
た
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
荷
風
の
世
と
隔
離
せ
ん
と
す
る
姿
勢
が
、
「
世
事
に
倦
み

只
青
山
白
雲
を
友
」
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ

が
、
「
小
説
の
生
命
は
俗
な
る
所
に
あ
り
。
人
間
に
壊
す
る
処
に
あ
り
。
世
事
に
興

味
を
有
す
る
所
に
あ
り
。
」
（
「
一
夕
」
大
正
5
）
と
す
る
と
こ
ろ
と
背
馳
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

人
を
遠
ざ
け
、
世
事
を
斥
け
な
が
ら
、
人
に
壊
し
、
世
事
に
興
味
を
持
つ
、
こ
の

一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
境
に
荷
風
の
文
学
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
己
れ
を
束
縛
し
ょ

う
と
す
る
も
の
を
あ
く
ま
で
も
拒
否
し
な
が
ら
、
己
れ
の
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
は
と

こ
と
ん
観
察
す
る
、
そ
れ
が
荷
風
の
小
説
作
法
で
あ
る
。
『
港
東
緑
青
』
の
大
江
匡

と
お
雪
と
の
関
係
は
ま
さ
に
そ
れ
で
は
な
い
か
。

以
上
見
て
き
た
荷
風
説
く
と
こ
ろ
の
小
説
作
法
、
文
学
修
業
の
道
は
至
極
平
凡
な

も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
徹
底
し
て
実
践
し
た
と
こ
ろ
に
荷
風
文
学

の
独
自
性
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
れ
は
彼
の
人
生
態
度
そ

の
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
跡
を
具
体
的
な
作
品
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
、
拙

論
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

注
（
1
）
　
赤
瀬
雅
子
「
『
ふ
ら
ん
す
物
語
』
と
象
教
派
詩
人
」
（
『
永
井
荷
風
と
フ
ラ
ソ
ス
文

学
』
所
収
）

（
2
）
　
拙
稿
「
荷
風
語
彙
小
考
」
（
長
野
県
短
期
大
学
紀
要
第
3
2
号
）

（
3
）
　
同
前

（
4
）
　
拙
稿
「
荷
風
に
お
け
る
過
去
と
現
在
」
（
長
野
県
短
期
大
学
紀
要
第
3
4
号
）


