
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
悪
意

―
現
実
と
小
説
の
（
無
）
関
係
―

桒
原

丈
和

は
じ
め
に

現
実
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
に
せ
よ
、
現
実
か
ら
遊
離
さ
せ
よ
う
と
す
る
に

せ
よ
、
小

説
は
現
実
と
の
関
係
し
て
い
る
、
と
い
う
の
は
自
明
の
前
提
に
な

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

っ
て
い
る
。
現
実
（
１
）

（
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
て
）
と
は
無
関
係
に
、
小

説
テ
ク
ス
ト
は
一
つ
の
自
立
・
自
律
し
た
世
界
を
作
り
出
す
、
と
い
う
立
場
も

あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
の
「
世
界
」
と
い
う
の
も
現
実
や
事
実
と
呼
ば
れ

て
い
る
も
の
を
意
識
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
小
説
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
映
画
や
テ

レ
ビ
の
ド
ラ
マ
や
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
な
ど
の
よ
り
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
・
メ
デ
ィ
ア

に
お
い
て
も
現
実
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
た
せ
る
か
・
持
っ
て
い
る
か
は
、

作
り
手
・
受
け
手
に
と
っ
て
の
問
題
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
る
で
現
実
の

よ
う
だ
と
か
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
か
い
う
言
葉
が
評
価
の
た
め
に
使
わ
れ

る
こ
と
が
あ
り
、
作
り
手
の
側
が
現
実
感
を
出
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
を

し
て
い
る
か
を
語
っ
た
り
も
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
現
実
の
方
が
小
説
・
映
画

・
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
と
い
っ
た
現
実
で
は
な
い
も
の
が
作
り
出
し
た
枠
組
み
を
通

フ

イ

ク

シ

ヨ

ン

し
て
見
ら
れ
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
る
。
た
と
え
ば
、
思
い
が
け
な
い

で
き
ご
と
が
起
こ
っ
た
時
に
、
そ
れ
を
記
録
し
た
映
像
が
、
ま
る
で
映
画
の
よ

う
だ
、
と
評
さ
れ
た
り
も
す
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
実
際
に
は
現
実
と
作
り
出
さ
れ
た
も
の
と
の
関

フ

イ

ク

シ

ヨ

ン

係
に
つ
い
て
非
常
に
素
朴
な
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
の
は
少
し
考
え
れ
ば
す
ぐ

に
わ
か
る
。
最
後
の
「
ま
る
で
映
画
の
よ
う
だ
」
と
い
う
言
葉
を
例
に
取
れ
ば
、

起
こ
っ
た
出
来
事
を
撮
影
し
た
映
像
に
は
、
映
画
の
映
像
に
あ
る
よ
う
な
カ
ッ

ト
割
り
や
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
・
ズ
ー
ム
ダ
ウ
ン
に
よ
る
演
出
が
行
な
わ
れ
て
お
ら

ず
、
実
際
に
は
映
画
の
映
像
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。

現
実
で
は
な
い
も
の
と
現
実
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お

け
る
現
実
ら
し
さ
を
作
り
出
す
た
め
の
方
法
、
ま
た
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で

作
り
出
さ
れ
る
現
実
め
い
た
も
の
（
「
仮
想
現
実
」
？
）
が
持
つ
嘘
を
と
が
め

だ
て
な
い
よ
う
に
す
る
暗
黙
の
了
解
・
ル
ー
ル
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
言

い
換
え
る
と
、
現
実
感
を
出
す
た
め
の
手
法
こ
そ
が
現
実
と
現
実
に
似
せ
た
も

の
の
差
異
を
最
も
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。

初
め
に
戻
っ
て
、
小
説
を
含
め
た
表
現
と
現
実
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
、

ま
た
は
表
現
は
現
実
と
関
係
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思

考
、
現

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

実
を
表
現
に
よ
っ
て
再
現
す
る
、
ま
た
は
現
実
に
近
い
も
の
を
創
造
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
立

場
を
、
こ
こ
で
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
総
称
す
る
こ

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
に
す
る
。
た
と
え
、
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
よ
う
な
突
飛
な
出
来
事
を
描
い

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
、
言
い
方
を
変
え
る

と
適
切
な
因
果
関
係
の
元
で
起
こ
っ
た
出
来
事
と
し
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
前
提
で
書
き
、
ま
た
論
じ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
も
一
つ
の
枠
組
み

に
従
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
思
考
の
う
ち
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
思
考
・
立
場
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
呼
ぶ
の
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に

よ
っ
て
そ
れ
以
外
の
思
考
・
立
場
の
可
能
性
が
抑
圧
・
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
表
現
が
現
実
と
は
関
係
を
持
つ
必
要
は
な

い
、
そ
も
そ
も
表
現
が
現
実
を
再
現
し
た
り
、
現
実
に
近
い
世
界
を
作
り
出
す



こ
と
は
で
き
な
い
、
表
現
と
現
実
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
立
場

も
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
思
考
は
あ
た

か
も
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
（
と
い
う
よ
り
扱
わ
れ
て
い
な

い
）
。
表
現
と
現
実
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
は
、
た
と
え
ば
紙
と
い
う
も

の
と
「
紙
」
と
い
う
言
葉
・
文
字
は
全
く
違
っ
て
い
る
、
と
い
う
当
り
前
の
こ

と
を
言
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
表

現
を
現
実
に
似
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
、

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
思
考
・
立
場
の
一
つ
と
し
て
必
要
に
応
じ
て

選
択
す
れ
ば
い
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
後
の
本
論
の
記
述
で
も
、

取
り
上
げ
た
小
説
の
言
葉
を
、
現
実
に
存
在
す
る
よ
う
な
人
間
や
現
実
に
起
こ

っ
て
い
る
よ
う
な
出
来
事
を
描
い
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
も
い
る
。
こ
こ
で

は
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
い
思
考
・
立
場
で
小
説
を
読
め
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

現
実
に
近
い
こ
と
が
評
価
の
基
準
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
ジ
ャ
ン
ル
の
う

ち
、
小
説
を
取
り
上
げ
て
い
く
の
は
、
小
説
が
「
人
生
と
隣
り
合
せ
に
位
置
を

占
め
て
い
る
」（
２
）

と
い
う
見
方
が
強
い
ジ
ャ
ン
ル
だ
か
ら
で
あ
る
（
現
在
で
は

映
画
や
テ
レ
ビ
の
方
が
強
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
）
。
今
で
は
知
っ
て
い
る
者

も
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
の
言
葉
は
、
六
十
年
前
に
そ
れ
を
語
っ
た
広
津
和
郎
の

名
前
を
知
ら
な
い
読
者
や
、
特
別
熱
心
な
小
説
の
読
者
と
も
言
え
な
い
人
々
に

と
っ
て
も
、
疑
う
必
要
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一

た
と
え
ば
、
小
説
と
現
実
の
関
係
（
ま
た
は
無
関
係
）
を
読
者
に
意
識
さ
せ

る
小
説
と
し
て
、
太
宰
治
の
「
猿
面
冠
者
」（
３
）

が
あ
る
。
「
猿
面
冠
者
」
は
短

編
集
『
晩
年
』（
４
）

の
一
編
と
し
て
、
「
小
説
の
小
説
」
、
ま
た
自
意
識
の
問
題
を

テ
ー
マ
に
し
た
小
説
と
し
て
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
小
説
内
小
説
の
中

に
さ
ら
に
小
説
内
小
説
を
持
つ
と
い
う
「
三
重
の
構
造
」（
５
）

が
指
摘
さ
れ
、
ま

た
そ
の
「
構
造
」
、
つ
ま
り
「
小
説
と
し
て
の
額
縁
」
を
「
越
境
」（
６
）

す
る
末

尾
の
「
便
り
」
に
注
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。

（
風
の
便
り
は
こ
こ
で
終
ら
ぬ
。）

あ
な
た
は
私
を
お
だ
ま
し
な
さ
い
ま
し
た
。
あ
な
た
は
私
に
、
第
二
、

第
三
の
風
の
便
り
を
も
書
か
せ
る
と
約
束
し
て
置
き
な
が
ら
、
た
っ
ぷ
り

葉
書
二
枚
ぶ
ん
の
お
か
し
な
賀
状
の
文
句
を
書
か
せ
た
き
り
で
、
私
を
死

な
せ
て
し
ま
う
お
つ
も
り
ら
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
れ
い
の
ご
深
遠
な
ご

吟
味
を
ま
た
お
は
じ
め
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
私
、
こ
ん

な
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
は
じ
め
か
ら
知
っ
て
い
ま
し
た
。（
中

略
）
あ
ら
、
あ
な
た
は
こ
の
原
稿
を
破
る
お
つ
も
り
？

お
よ
し
な
さ
い

ま
せ
。
こ
の
よ
う
な
文
学
に
毒
さ
れ
た
、
も
じ
り
言
葉
の
詩
と
で
も
い
っ

た
よ
う
な
男
が
、
も
し
小
説
を
書
い
た
と
し
た
ら
、
ま
ず
ざ
っ
と
こ
ん
な

も
の
だ
と
素
知
ら
ぬ
ふ
り
し
て
書
き
加
え
で
も
し
て
置
く
と
、
案
外
、
世

の
な
か
の
ひ
と
た
ち
は
、
あ
な
た
の
私
の
殺
し
っ
ぷ
り
が
い
い
と
言
っ
て
、

喝
采
を
送
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
よ
ろ
め
く
お
す
が
た
が
さ
だ

め
し
大
受
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
お
か
げ
で
私
の
指
さ
き
も
そ

れ
か
ら
脚
も
、
も
う
三
秒
と
た
た
ぬ
う
ち
に
、
み
る
み
る
冷
た
く
な
る
で

ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
ほ
ん
と
う
は
怒
っ
て
い
な
い
の
。
だ
っ
て
あ
な
た
は

わ
る
く
な
い
し
、
い
い
え
、
理
窟
は
な
い
ん
だ
。
ふ
っ
と
好
き
な
の
。
あ

あ
あ
。
あ
な
た
、
仕
合
わ
せ
は
外
か
ら
？

さ
よ
う
な
ら
、
坊
ち
ゃ
ん
。



も
っ
と
悪
人
に
お
な
り
。

男
は
書
き
か
け
の
原
稿
用
紙
に
眼
を
落
と
し
て
し
ば
ら
く
考
え
て
か

ら
、
題
を
猿
面
冠
者
と
し
た
。
そ
れ
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
し
っ
く

り
合
っ
た
墓
標
で
あ
る
、
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

小
説
「
風
の
便
り
」
の
登
場
人
物
（
登
場
人
物
「
彼
」
の
元
に
届
く
手
紙
の

中
に
出
て
来
る
の
で
、
正
確
に
は
「
登
場
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
）

「
私
」
の
書
い
た
言
葉
が
、
そ
の
途
中
「
（
風
の
便
り
は
こ
こ
で
終
ら
ぬ
。
）
」

と
い
う
注
釈
の
後
で
は
、
「
風
の
便
り
」
の
書
き
手
で
あ
る
「
男
」
に
向
け
た

も
の
に
な
っ
て
い
る
点
が
「
越
境
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
「
越
境
」
が
可

能
に
な
る
の
は
ど
う
い
う
前
提
の
上
で
な
の
か
、
た
と
え
ば
二
通
り
の
解
釈
が

考
え
ら
れ
る
。

一
つ
目
の
解
釈
は
、
こ
の
手
紙
の
言
葉
は
結
局
は
小
説
「
風
の
便
り
」
を
書

い
て
い
る
「
男
」
が
書
い
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
「
男
」
が
自
分
で
全
部
書
い

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
男
」
が
小
説
の
登

場
人
物
「
私
」
の
声
色
を
借
り
て
自
分
自
身
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

自
分
で
自
分
に
向
か
っ
て
「
さ
よ
う
な
ら
、
坊
ち
ゃ
ん
。
も
っ
と
悪
人
に
お
な

り
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
と
い
う
の
は
グ
ロ
テ
ス
ク
な
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
「
私
」
の
言
葉
を
「
男
」
の
自
意
識
と
考
え
る
の
は
、
冒
頭
で
語
ら
れ

て
い
る
「
男
」
の
小
説
が
書
け
な
い
様
子
と
共
に
、
「
猿
面
冠
者
」
を
自
意
識

を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
と
と
ら
え
る
見
方
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
小

説
を
現
実
の
再
現
、
現
実
と
接
近
し
た
も
う
一
つ
の
世
界
の
創
造
と
と
ら
え
る

見
方
の
範
囲
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
猿
面
冠
者
」
が
言
葉
の
物
質
性
に
ふ
れ
た
小
説
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
注
目
す
る
と
別
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
。「
猿
面
冠
者
」
の
冒
頭
で
は
、

「
男
」
が
「
筆
を
と
る
ま
え
に
、
も
う
そ
の
小
説
に
謂
わ
ば
お
し
ま
い
の
磨
き

ま
で
か
け
て
し
ま
う
」
、
つ
ま
り
思
考
の
中
で
は
小
説
を
完
成
さ
せ
て
し
ま
う

も
の
の
、
そ
の
後
自
分
で
「
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
の
お
そ
ら
く
は
い
ち
ば
ん

適
確
な
評
論
を
組
み
た
て
は
じ
め
」
て
し
ま
う
た
め
に
実
際
に
は
書
く
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
小
説
が
言
葉
・
文
字
と
い

う
も
の
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る
物
体
で
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
小
説
は

読
者
に
イ
メ
ー
ジ
（
そ
れ
は
現
実
の
再
現
だ
っ
た
り
、
創
造
さ
れ
た
別
世
界
だ

っ
た
り
、
ま
た
現
実
と
は
全
く
関
係
の
な
い
も
の
だ
っ
た
り
す
る
）
を
生
み
出

さ
せ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
言
葉
（
こ
の
場
合
は
文
字
）

と
い
う
も
の
（
そ
れ
は
紙
の
上
の
イ
ン
ク
や
黒
鉛
の
粉
で
も
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

上
の
光
点
で
も
い
い
わ
け
だ
が
）
と
い
う
形
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
男
」

が
小
説
を
書
け
な
い
と
い
う
の
は
、
具
体
的
な
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
男
」
自
体
も
「
猿
面
冠
者
」
と

い
う
小
説
の
中
で
は
「
男
」
と
い
う
言
葉
・
文
字
で
あ
り
、
彼
が
書
い
て
い
る

小
説
の
登
場
人
物
の
「
私
」
と
そ
の
点
で
は
変
ら
な
い
。
「
男
」
も
「
私
」
も

同
じ
言
葉
・
文
字
と
し
て
同
じ
紙
の
平
面
上
に
存
在
す
る
以
上
、「
私
」
が
「
男
」

に
向
け
て
言
葉
を
発
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
（
７
）

。
つ
ま
り
「
越
境
」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
境
界
線
自
体
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
つ
目
の
考

え
方
の
よ
う
に
小
説
の
中
に
「
世
界
」
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
の
上
に
立
た

な
い
限
り
、
境
界
線
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

二
つ
目
の
解
釈
か
ら
す
る
と
、
「
猿
面
冠
者
」
は
小
説
が
言
葉
・
文
字
と
い

う
モ
ノ
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
意
識
さ
せ
る
小
説
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
考
え
方
に
立
っ
た
時
、
小
説
を
現
実
と
関
係
づ
け
る
必
要

は
な
く
な
る
。



「
猿
面
冠
者
」
だ
け
で
は
な
く
、
『
晩
年
』
と
い
う
短
編
集
自
体
が
小
説
と

現
実
の
関
係
の
再
検
討
を
読
者
に
要
請
す
る
（
か
つ
読
者
を
養
成
す
る
）
も
の

で
あ
る
。
こ
の
地
点
か
ら
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
て
い
る
小
説
を
見
直
す
こ
と
で
、

従
来
関
係
づ
け
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
小
説
の
間
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
思
考
へ
の
悪

意
と
い
う
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

二

日
本
に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
思
考
が
強
く
主
張
さ
れ
始
め
た
時
期
と
し

て
、
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
の
立
場
に
立
っ
た
批
評
が
書
か
れ
、
自
然
主
義
の
立

場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
自
ら
標
榜
す
る
小
説
家
が
書
い
た
小
説
が
話
題
に
な

っ
た
一
九
〇
〇
年
代
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
、
た
と
え
ば

一
八
八
〇
年
代
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
起
源
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い

し
、
さ
ら
に
そ
の
前
の
時
期
に
ま
で
遡
行
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
一
九
〇
〇
年
代
と
は
そ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
起
源
の
再
編
成
（
ま

た
は
捏
造
）
が
行
わ
れ
た
時
期
で
も
あ
り
、
こ
の
時
期
よ
り
も
前
に
遡
る
こ
と

に
は
慎
重
で
い
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

自
然
主
義
が
「
論
争
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
の
時
期
に
、
自
然
主
義
へ

の
悪
意
そ
の
も
の
と
し
て
読
め
る
小
説
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
八
八
〇

年
代
に
「
浮
雲
」（
一
八
八
七
～
一
八
八
九
年
）
を
書
き
、
こ
の
当
時
写
実
主
義

リ

ア

リ

ズ

ム

の
先
駆
者
と
し
て
（
再
）
評
価
さ
れ
て
い
た
二
葉
亭
四
迷
の
「
平
凡
」（
８
）

で
あ

る
。

次
に
は
書
き
方
だ
が
、
こ
れ
は
工
夫
す
る
が
も
の
は
な
い
。
近
頃
は
自

然
主
義
と
か
云
っ
て
、
何
で
も
作
者
の
経
験
し
た
愚
に
も
附
か
ぬ
事
を
、

聊

か
も
技
巧
を
加
え
ず
、
有
の
儘
に
、
だ
ら

く
と
、
牛
の

涎

の
よ
う

い
さ
ゝ

あ
り

よ
だ
れ

に
書
く
の
が
流
行
る
そ
う
だ
。
好
い
事
が
流
行
る
。
私
も
矢
張
り
其
で
行

は

や

い

は

や

や

つ

ぱ

く
。（
「
二
」)

「
自
然
主
義
」
に
対
し
て
名
指
し
で
「
愚
に
も
附
か
ぬ
事
を
」
「
だ
ら

く

と
、
牛
の
涎
の
よ
う
に
」
書
い
た
も
の
だ
と
い
う
皮
肉
を
向
け
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
二
葉
亭
四
迷
自
身
は
「
平
凡
」
に
つ
い
て
「
サ
タ
イ
ヤ
に
な
っ
て
了
」

っ
た
と
語
っ
て
い
る
が
（
９
）

、
最
近
で
は
「
自
然
主
義
的
な
告
白
小
説
の
パ
ロ

デ
ィ
ー
を
宣
言
し
」
て
い
る
と
か
（10

）

、
「
日
露
戦
争
後
、
大
文
字
の
「
文
学
」

と
な
っ
た
、
近
代
小
説
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
パ
ロ
デ
ィ
と
な
っ
て
い
る
」（11

）

と
い
う
よ
う
な
積
極
的
な
評
価
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

実
際
こ
れ
以
外
に
も
「
平
凡
」
で
は
、
新
聞
連
載
の
直
前
に
発
表
さ
れ
て
「
自

然
主
義
」
に
関
す
る
論
争
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
た
田
山
花
袋

の
「
蒲
団
」（12

）

と
関
係
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
し
（
「
ど
う
も
素
人
の
面
白
い

女
に
撞
着
っ
て
み
た
い
。
今
な
ら
直
ぐ
女
学
生
と
い
う
所
だ
が
」
「
四
十
九
」

ぶ

つ

か

（13

）

）
、
ま
た
「
平
凡
」
の
語
り
手
「
私
」
が
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
動
機
も
自

然
主
義
に
対
す
る
皮
肉
に
な
っ
て
い
る
。
「
私
」
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
借
り
れ

ば
「
原
稿
を
何
処
か
の
本
屋
に

嫁

け
て
、
若
干
か
に
仕
て
呉
れ
る
人
が
無
い

か
た
づ

な
に
が
し

と
は
限
ら
ぬ
。
そ
う
す
り
ゃ
、
今
年
の
暮
れ
は
去
年
の
よ
う
な
事
も
あ
る
ま
い
。

何
も
可
愛
い
妻
子
の
為
だ
。
私
は
兎
に
角
書
い
て
見
よ
う
」
。「
自
然
主
義
」
に

か

わ

ゆ

つ

ま

こ

お
い
て
は
嫌
悪
さ
れ
る
（14

）

小
説
や
文
学
を
商
品
と
し
て
と
ら
え
る
発
想
を
前

面
に
出
し
て
、
小
説
を
売
っ
た
収
入
を
家
計
の
足
し
に
す
る
こ
と
を
「
私
」
は

書
く
動
機
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（15

）

。
た
と
え
「
自
然
主
義
」
を
標
榜
す
る
小

説
家
や
評
論
家
で
あ
っ
て
も
、
書
い
た
小
説
や
評
論
を
売
る
こ
と
で
収
入
を
得

て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
自
己
表
現
と
し
て
の
小
説
と
い
う
立
場
に



立
つ
人
間
に
と
っ
て
は
、
商
品
と
し
て
の
小
説
と
い
う
の
は
、
隠
蔽
・
黙
殺
せ

ざ
る
を
得
な
い
側
面
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
節
の
初
め
の
「
平
凡
」
の
引
用
に
戻
る
と
、
こ
こ

で
は
「
自
然
主
義
」
の
「
書
方
」
が
「
聊
か
も
技
巧
を
加
え
ず
、
有
の
ま
ま
、

だ
ら

く
と
、
牛
の
涎
の
よ
う
に
書
く
」
こ
と
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
「
私
」
は
こ
の
よ
う
な
「
書
方
」
で
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
平
凡
」
は
「
技
巧
を
つ
く
し
て
描
こ
う
と
し

た
作
品
」（16

）

と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

「
聊
か
も
技
巧
を
加
え
ず
、
有
の
ま
ま
」
と
は
、
「
自
然
主
義
」
の
立
場
に

引
き
つ
け
て
言
い
直
す
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
や
描
写
を
誇
張
せ
ず
、
読
者
の
興
味

を
引
く
た
め
に
あ
り
そ
う
も
な
い
展
開
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
り
出
し
た
り
大
げ

さ
な
描
写
を
し
た
り
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
書
き

手
・
作
り
手
の
存
在
を
意
識
さ
せ
な
い
、
あ
た
か
も
現
実
に
起
こ
っ
た
出
来
事

の
よ
う
に
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
の
と
こ
ろ
「
有
の
ま
ま
」
に
書
く
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
私
」
の
よ

う
に
「
有
の
ま
ま
」
に
書
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
書
き
方
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と

に
す
ぎ
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
後
の
個
所
で
「
私
」
は
「
有
の
ま
ま
」
に
書

く
こ
と
が
無
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。

…
…
が
、
待
て
よ
。
何
ぼ
自
然
主
義
だ
と
云
っ
て
、
斯
う
如
何
も
ダ
ラ

ど

う

く
と
書
い
て
い
た
日
に
は
、
三
十
九
年
の
半
生
を
語
る
に
、
三
十
九
年

は
ん
せ
い

掛
か
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
少
し
省
略
ろ
う
。

は

し

よ

で
、
唐
突
な
が
ら
、
祖
母
は
病
死
し
た
。（
「
七
」）

た
と
え
「
自
然
主
義
」
の
小
説
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
は
た
と
え
ば
何
を

書
き
何
を
書
か
な
い
か
と
い
う
出
来
事
の
取
捨
選
択
が
あ
る
し
、
ま
た
書
く
出

来
事
の
中
に
も
描
写
の
仕
方
に
差
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
出
来
事
の
書
き
方
に

し
て
も
、
起
こ
っ
た
順
番
と
書
く
順
番
を
変
え
る
と
い
う
の
も
小
説
の
基
本
的

な
技

巧
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（17

）

。
引
用
し
た
部
分
で
は
、
「
省
略
」
を

テ
ク
ニ
ツ
ク

行
っ
た
結
果
子
供
の
頃
に
「
私
」
を
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
て
い
た
祖
母
は
「
唐

突
」
に
病
死
さ
せ
ら
れ
、
こ
の
後
の
個
所
で
は
、
祖
母
の
葬
式
の
記
憶
の
記
述

が
続
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
も
、
愛
犬
ポ
チ
の
死
・
上
京
後
の
雪
江
さ
ん
へ

の
恋
・
小
説
家
と
し
て
の
活
動
・
下
宿
の
お
糸
さ
ん
と
の
関
係
等
、
「
私
」
が

「
省
略
」
で
き
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
だ
け
が
、
選
択
さ
れ
記
述
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
記
述
の
間
に
も
、
ど
の
程
度
詳
し
く
語
る
か
の
差
が
あ

り
、
た
と
え
ば
高
橋
修
が
指
摘
す
る
よ
う
に
お
糸
さ
ん
と
の
関
係
に
つ
い
て
記

述
し
た
部
分
が
「
「
描
写
」
的
な
る
も
の
へ
の
傾
斜
」
が
見
ら
れ
る
（18

）

。

つ
ま
り
「
二
」
で
提
示
さ
れ
た
「
聊
か
も
技
巧
を
加
え
ず
、
有
の
儘
に
」
書

く
と
い
う
「
書
方
」
は
、
「
七
」
で
そ
れ
が
実
際
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
さ
れ
ま
た
放
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
、
自
然
主
義
の
小
説
の
語
り
方
の
傾
向
・
方
向
が
、
た
と
え
ば
金

子
明
雄
が
島
崎
藤
村
の
「
春
」
（
一
九
〇
八
年
）
に
つ
い
て
論
じ
た
よ
う
に
語

り
手
の
存
在
を
顕
在
化
さ
せ
な
い
よ
う
に
書
く
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
（19

）

、「
作

中
の
時
間
」
を
「
過
去
と
現
在
を
交
錯
さ
せ
つ
つ
進
行
」（20

）

さ
せ
る
「
書
方
」

は
、
逆
に
読
者
に
語
り
手
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
時
に
語
り
手

の
体
調
ま
で
も
記
述
し
て
（
「
今
日
は
如
何
し
た
の
か
頭
が
重
く
て
薩
張
り
書

ど

う

さ

つ

ぱ

け
ん
。
徒
書
で
も
し
よ
う
」
「
二
十
」）
語
り
手
の
存
在
を
強
調
し
、
顕
在
化
さ

む
だ
が
き

せ
て
し
ま
う
「
平
凡
」
は
初
め
か
ら
「
自
然
主
義
」
的
で
あ
る
資
格
を
持
た
な

い
小
説
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
「
春
」
の
地
の
文
を
統
御
し
て
い
る
も
の
と
し
て
擬
似
的
に
想
定



さ
れ
る
「
語
り
手
」
と
、
自
ら
小
説
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
言
明
す
る
「
平
凡
」

の
「
私
」
を
同
じ
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
立
場
も
あ
る
わ
け

だ
が
、
本
論
で
は
「
私
」
も
ま
た
擬
似
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な

い
、
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
。
「
技
巧
」
を
用
い
つ
つ
小
説
を
書
き
、
ま
た

小
説
を
書
い
て
い
る
時
の
意
識
・
感
情
ま
で
書
く
「
私
」
は
、
誰
か
が
作
り
出

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
記
述
を
忌
避
し
、
「
自
然
」
に
あ

る
か
の
よ
う
に
存
在
す
る
小
説
を
尊
重
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
悪
意
と

な
っ
て
い
る
。三

「
自
然
主
義
」
の
（
「
平
凡
」
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
）
「
聊
か
も
技
巧
を
加
え

ず
、
有
の
ま
ま
」
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
書
方
」・
命
題
は
、（
日

本
）
文
学
に
お
け
る
「
告
白
」
の
尊
重
と
い
う
状
況
と
簡
単
に
結
び
つ
く
わ
け

で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
、
現
実
の
再
現
ま
た
は
現
実
と
区
別
の

出
来
な
い
ほ
ど
よ
く
似
た
世
界
の
創
造
こ
そ
が
小
説
・
文
学
で
あ
る
と
い
う
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
か
く
し
て
置
い
た
も
の
、
壅
蔽
し
て
置
い
た
も
の
、
そ
れ
と
打
明
け
て
は
て

は
自
己
の
精
神
も
破
壊
さ
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
」（21

）

を
あ
え
て
書

く
と
い
う
こ
と
を
特
別
な
行
為
と
し
て
評
価
す
る
の
は
、
小
説
家
・
文
学
者
・

芸
術
家
を
小
説
・
文
学
・
芸
術
と
関
わ
っ
て
い
な
い
人
々
に
対
し
て
差
別
化
・

卓
越
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
か
ら
ま
り
つ
つ
、
現
在
に
お
い
て
も
表
現
に
関

す
る
見
方
を
拘
束
・
抑
制
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
動
き
が
顕
在
化
し
始

め
た
時
期
に
、
「
告
白
」
を
重
視
す
る
、
時
に
は
「
告
白
」
こ
そ
が
（
日
本
）

文
学
の
正
統
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
小
説
家
・
評
論
家
た
ち
か
ら
、
強
く

批
判
を
受
け
か
つ
そ
れ
に
抵
抗
し
て
い
た
の
が
、
「
告
白
に
つ
き
ま
と
う
エ
ゴ

イ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
ウ
ソ
」（22

）

か
ら
な
る
「
藪
の
中
」（23

）

を
書
い
た
芥
川
龍
之
介

で
あ
る
。

今
引
用
し
た
駒
尺
喜
美
以
来
、
す
べ
て
を
隠
し
立
て
せ
ず
に
明
か
す
は
ず
の

「
告
白
」
が
、
「
自
分
を
主
役
」
つ
ま
り
は
殺
人
（
自
分
で
自
分
を
殺
す
こ
と

も
含
め
て
）
と
い
う
罪
を
犯
し
た
人
間
「
に
仕
立
て
た
い
と
い
う
自
己
劇
化
」（24

）

に
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
を
暴
い
た
も
の
と
し
て
「
藪
の
中
」
を
評
価
す
る
際

の
軸
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
多
襄
丸
の
白
状
」
は
「
そ
の
上
わ

た
し
も
こ
う
な
れ
ば
、
卑
怯
な
隠
し
立
て
は
し
な
い
つ
も
り
で
す
」
と
い
う
言

葉
で
始
ま
っ
て
お
り
、「
隠
し
立
て
」
を
す
る
の
が
卑
怯
、
す
べ
て
を
「
白
状
」

す
る
の
は
正
し
い
、
と
い
う
価
値
基
準
が
確
か
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
多
襄
丸

の
言
葉
は
こ
の
他
に
も
自
己
肯
定
・
自
己
顕
示
・
自
己
弁
護
め
い
た
言
葉
が
多

く
見
ら
れ
る
の
だ
が
（
「
わ
た
し
は
そ
の
上
に
も
、
男
を
殺
す
つ
も
り
は
な
か

っ
た
の
で
す
」
「
し
か
し
、
男
を
殺
す
に
し
て
も
、
卑
怯
な
殺
し
方
は
し
た
く

あ
り
ま
せ
ん
」）
、
彼
だ
け
で
は
な
く
三
人
の
「
告
白
」「
懺
悔
」「
物
語
」
に
は
、

自
ら
の
行
っ
た
殺
人
が
自
分
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
は
他
人
に

よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
言
葉
が
含
ま
れ
て
い

る
。既

に
高
木
ま
さ
き
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（25

）

、
自
分
を
追
い
こ
ん
だ
の

が
相
手
の
「
瞳
」
「
眼
」
「
目
」
で
あ
る
と
一
様
に
語
っ
て
い
る
こ
と
を
（26

）

、

た
と
え
ば
金
子
明
雄
が
指
摘
す
る
自
然
主
義
の
小
説
に
頻
出
す
る
「
〈
目
〉」
に

ま
つ
わ
る
表
現
（27

）

と
結
び
つ
け
る
な
ら
、
彼
ら
の
「
告
白
」「
懺
悔
」「
物
語
」

は
自
然
主
義
の
小
説
の
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

自
然
主
義
の
小
説
め
い
た
「
告
白
」
「
懺
悔
」「
物
語
」
に
よ
っ
て
三
人
は
、
自

身
の
罪
を
自
ら
語
り
、
そ
の
罪
の
自
覚
か
ら
自
ら
の
認
識
の
正
し
さ
、
自
己
の



正
当
性
（
自
分
は
悪
い
こ
と
を
し
た
と
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
で

は
悪
く
な
い
）
を
語
っ
て
い
る
。

自
己
肯
定
・
自
己
弁
護
の
た
め
に
発
せ
ら
れ
る
語
り
は
、
現
実
を
再
現
し
た

り
せ
ず
、
現
実
と
は
無
関
係
な
別
な
言
葉
を
生
み
出
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
そ

の
言
葉
を
通
し
て
「
告
白
」
の
優
越
性
を
標
榜
し
て
い
た
自
然
主
義
の
小
説
も

実
は
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

さ
ら
に
芥
川
龍
之
介
は
、
小
説
の
作
り
出
す
（
物
語
）
世
界
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
中
に
登
場
す
る
人
物
も
実
際
に
は
作
者
が
書
い
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
現
実

の
人
間
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
ま
た
考
え
る
必
要
も
な
い

と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
小
説
「
葱
」（28
）

を
書
い
て
い
る
。

「
葱
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
西
原
千
博
に
よ
る
分
析
が
あ
り
（29

）

、
そ
こ
で

の
と
ら
え
方
、
た
と
え
ば
「
こ
の
「
お
れ
」
は
書
い
て
い
る
と
共
に
語
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
物
語
世
界
の
視
点
人
物
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」「
「
本
文
」

中
で
、
こ
の
「
お
れ
」
を
あ
た
か
も
芥
川
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
単
に
読
者
の
錯
覚
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
様
な
方
向
で
読

ま
れ
る
こ
と
を
作
品
自
体
が
志
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
指
摘
は
十

分
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
本
論
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

現
実
と
小
説
を
あ
え
て
無
関
係
の
も
の
と
見
な
す
立
場
を
取
っ
て
お
り
、
そ
れ

か
ら
す
る
と
「
作
品
自
体
が
志
向
し
て
い
る
」
「
お
れ
」
を
「
作
品
の
外
に
い

る
生
身
の
作
者
で
あ
る
芥
川
龍
之
介
と
同
一
視
」
す
る
と
ら
え
方
と
は
違
う
見

方
を
す
る
こ
と
に
な
る
（30

）

。

お
れ
は
締
切
日
を
明
日
に
控
え
た
今
夜
、
一
気
呵
成
に
こ
の
小
説
を
書

こ
う
と
思
う
。
い
や
、
書
こ
う
と
思
う
の
で
は
な
い
。
書
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
何
を
書
く
か
と
云
う
と
、

―
そ
れ
は
次
の
本
文
を
読
ん
で
頂
く
よ
り
外
に
仕
方
は
な
い
。

「
葱
」
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
始
ま
る
が
、
こ
の
「
お
れ
」
が
「
書
こ
う
」

と
し
て
い
る
「
小
説
」
の
「
本
文
」
は
神
田
神
保
町
の
女
給
仕
お
君
さ
ん
の
二

日
間
を
描
い
て
い
る
。
お
君
さ
ん
に
つ
い
て
、「
お
れ
」
は
「
寸
毫
の
悪
意
も
」

な
い
と
言
い
つ
つ
、
恋
愛
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
ば
か
り
を
読
み
、「
不
如
帰
」

の
主
人
公
に
「
慰
問
の
手
紙
」
を
書
く
よ
う
な
彼
女
の
「
芸
術
的
色
彩
に
富
ん

で
い
る
」
「
趣
味
生
活
」
を
皮
肉
っ
た
り
茶
化
し
た
り
し
な
が
ら
書
い
て
い
る

の
だ
が
、「
葱
」
で
ふ
れ
て
お
き
た
い
の
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
の
上
明
瞭
な
田
中
君
の
肖
像
が
欲
し
け
れ
ば
、
そ
う
云
う
場
所

へ
行
っ
て
見
る
が
好
い
。
お
れ
が
書
く
の
は
真
平
御
免
だ
。
第
一
お
れ
が

田
中
君
の
紹
介
の
労
を
執
っ
て
い
る
間
に
、
お
君
さ
ん
は
何
時
か
立
上
っ

て
、
障
子
を
開
け
た
窓
の
外
の
寒
い
月
夜
を
眺
め
て
い
る
の
だ
か
ら
。

そ
れ
か
ら
翌
日
の
午
後
六
時
ま
で
、
お
君
さ
ん
が
何
を
し
て
い
た
か
、
そ

の
間
の
詳
し
い
消
息
は
、
残
念
な
が
ら
お
れ
も
知
っ
て
い
な
い
。
何
故
作

者
た
る
お
れ
が
知
っ
て
い
な
い
か
と
云
う
と

―
正
直
に
云
っ
て
し
ま

え
。
お
れ
は
今
夜
中
に
こ
の
小
説
を
書
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。

ど
ち
ら
の
個
所
で
も
、
「
お
れ
」
は
自
分
が
小
説
を
「
書
」
い
て
い
る
と
言

っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
あ
た
か
も
「
お
れ
」
が
書
い
て
い
る
の
と
は
無
関

係
に
お
君
さ
ん
が
何
か
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

後
の
引
用
で
は
、
「
正
直
に
」
「
今
夜
中
に
こ
の
小
説
を
書
き
上
げ
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
」
と
い
う
都
合
に
よ
り
ス
ト
ー
リ
ー
の
進
行
上
書
く
必
要
の
な
い
部
分

は
省
略
し
て
い
る
、
と
い
う
本
音
？
を
書
い
て
お
り
、
こ
れ
は
前
節
の
「
平
凡
」

と
同
じ
よ
う
な
出
来
事
の
取
捨
選
択
（
書
か
れ
な
い
も
の
は
初
め
か
ら
存
在
し

な
い
以
上
、
捨
て
る
と
い
う
の
は
不
適
切
な
の
だ
が
）
が
小
説
の
記
述
を
支
え

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

西
原
千
博
は
後
の
方
の
引
用
に
つ
い
て
、
「
物
語
世
界
に
本
来
そ
の
外
に
い

る
は
ず
の
作
者
で
あ
る
「
お
れ
」
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
お
君
さ
ん
」

の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
単
な
る
作
中
人
物
を
超
え
た
存
在
と
し
て
読
者
に
読
ま
れ
る

よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
作
中
人
物
」
に

は
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
、
つ
ま
り
現
実
の
人
間
に
近
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
立
場
か
ら
の
と
ら
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
の
流
れ
か
ら
す
る
と
、

こ
の
個
所
は
「
猿
面
冠
者
」
の
「
男
」
と
「
私
」
の
よ
う
に
、「
お
れ
」
も
「
お

君
さ
ん
」
も
同
じ
小
説
を
構
成
す
る
言
葉
で
あ
り
対
等
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す

記
述
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。
「
お
れ
」
は
「
お
君
さ
ん
」
の
「
趣
味

生
活
」
を
笑
っ
た
り
皮
肉
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
ま
る
で
高
見
か
ら
見
下
ろ
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
「
お
君
さ
ん
」
は
「
お
れ
」
の
こ
と

を
終
始
黙
殺
し
て
も
い
る
。
お
君
さ
ん
が
所
有
し
て
い
る
本
の
中
に
は
「
お
れ

の
小
説
集
な
ど
は
、
唯
の
一
冊
も
見
当
ら
」
ず
、
ま
た
「
猿
面
冠
者
」
の
「
私
」

の
よ
う
に
「
お
れ
」
に
「
便
り
」
を
よ
こ
す
こ
と
も
な
い
。
「
お
君
さ
ん
」
が

手
紙
を
書
く
の
は
、
同
じ
小
説
の
登
場
人
物
と
言
っ
て
も
「
お
れ
」
で
は
な
く

「
不
如
帰
」
の
「
浪
子
」
な
の
で
あ
る
。

末
尾
で
「
お
れ
」
は
小
説
を
「
書
き
上
げ
た
」
の
に
「
い
や
に
気
が
ふ
さ
ぐ

の
は
ど
う
し
た
も
の
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
は
「
お
君
さ
ん
」

の
「
感
動
」
「
幸
福
」
が
「
実
生
活
」
つ
ま
り
「
一
束
四
銭
」
の
「
葱
」
に
よ

っ
て
壊
れ
た
の
と
、
自
分
が
原
稿
料
の
た
め
に
小
説
を
書
き
上
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
た
め
、
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
。
こ
れ

も
「
平
凡
」
の
「
私
」
の
小
説
を
書
く
動
機
を
連
想
さ
せ
る
。
し
か
し
、
ま
た

同
時
に
小
説
を
「
書
き
上
げ
た
」
時
が
言
葉
・
文
字
で
あ
る
「
お
れ
」
が
消
え

る
時
で
あ
り
、
「
此
処
か
ら
い
そ
い
そ
出
て
行
っ
て
」
「
批
評
家
に
退
治
さ
れ
」

る
と
い
う
の
は
「
お
君
さ
ん
」
だ
け
で
は
な
く
「
お
れ
」
に
も
当
て
は
ま
る
か

ら
だ
、
と
い
う
解
釈
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

四

最
初
に
取
り
上
げ
た
太
宰
治
に
も
「
葱
」
と
同
じ
よ
う
に
、
書
き
手
が
地
の

文
の
中
で
自
分
の
書
い
て
い
る
小
説
に
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
い
く
小
説
が
あ
る

し
、
翌
日
に
締
め
切
り
が
迫
っ
た
状
態
で
一
晩
で
小
説
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
状
態
に
い
る
小
説
家
が
登
場
す
る
小
説
も
あ
る
。
前
者
は
「
道
化
の
華
」

（31

）

、
後
者
は
「
め
く
ら
草
紙
」（32

）

で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
猿
面
冠
者
」
と

同
じ
短
編
集
『
晩
年
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
三
つ
共
に
「
小
説
の

小
説
」
と
し
て
今
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
最
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
機

会
が
多
い
の
は
「
道
化
の
華
」
で
あ
り
、
既
に
様
々
な
解
釈
・
意
味
づ
け
が
な

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
論
の
こ
れ
ま
で
の
流
れ
に
従
っ
て
い
く
つ
か
の
点
に

言
及
し
て
お
こ
う
。

「
道
化
の
華
」
は
、
女
性
と
海
で
心
中
し
損
ね
た
無
名
の
画
家
大
庭
葉
蔵
を

主
人
公
と
す
る
小
説
を
書
い
て
い
る
「
僕
」
の
意
識
が
、
大
庭
葉
蔵
が
登
場
す

る
場
面
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
後
に
記
述
さ
れ
た
小
説
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
葱
」
の
「
お
れ
」
の
コ
メ
ン
ト
が
「
お
君
さ
ん
」
と
い
う
登

場
人
物
を
ま
る
で
実
在
の
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
に
比
べ
る

と
、
「
僕
」
の
コ
メ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
も
自
分
の
書
い
て
い
る
小
説
に
関
す
る



も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
違
っ
て
い
る
。
小
説
の
描
写
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
進

行
、
ま
た
時
間
操
作
や
場
面
転
換
な
ど
の
方
法
に
対
す
る
批
判
が
多
く
、
そ
の

点
で
は
「
平
凡
」
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
小
説
の
書
き
方

に
つ
い
て
「
自
然
」
に
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
で
い
て
実
は
小
説
家
の
手
が
入
っ

て
い
る
、
い
か
に
も
現
実
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
の
よ
う
に
書
く
た
め
の
小
説
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
を
使
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
時

に
、
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
使
う
こ
と
を
疑
わ
な
い
小
説
の
書
き
手
（
「
古

い
大
家
」
）
や
、
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
ふ
り
を
し
て
（
ま
た
は

本
当
に
気
づ
か
ず
に
）
小
説
を
現
実
の
似
姿
と
し
て
だ
け
読
も
う
と
す
る
読
者

に
対
す
る
批
判
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
猿
面
冠
者
」
の
「
男
」
と
同
様
に
大
庭
葉
蔵
に
つ
い
て
書
い
て

い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
「
僕
」
も
ま
た
小
説
の
登
場
人
物
で
あ
り
、
つ
ま
り

言
葉
・
文
字
で
あ
る
。

な
に
も
か
も
さ
ら
け
出
す
。
ほ
ん
と
う
は
、
僕
は
こ
の
小
説
の
一
齣
一

齣
の
描
写
の
間
に
、
僕
と
い
う
男
の
顔
を
出
さ
せ
て
、
言
わ
で
も
の
こ
と

を
ひ
と
く
さ
り
述
べ
さ
せ
た
の
に
も
、
ず
る
い
考
え
が
あ
っ
て
の
こ
と
な

の
だ
。
僕
は
、
そ
れ
を
読
者
に
気
づ
か
せ
ず
に
、
あ
の
僕
で
も
っ
て
、
こ

っ
そ
り
特
異
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
作
品
に
も
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
あ
の
僕
」
と
い
う
の
は
、
「
僕
と
い
う
顔
を
出
さ
せ
て
」
と
あ
る
よ
う
に

ま
ず
は
「
あ
の
」
登
場
人
物
の
小
説
の
書
き
手
と
し
て
ふ
る
ま
う
登
場
人
物
の

「
僕
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
言
葉
・
文
字
の
集

合
・
連
な
り
の
中
に
あ
っ
た
「
あ
の
」
言
葉
・
文
字
の
「
僕
」
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
あ
の
「
僕
」
を
文
字
の
中
に
配
置
す
る
こ
と
を
「
も
っ
て
、
こ
っ
そ

り
特
異
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
「
僕
」
も
ま
た
言
葉
・
文
字
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
の
個
所
に
あ
っ
た
「
僕
」
と
の
間
に
区
別
・
階
層
の
違
い
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
実
際
に
、
こ
の
後
の
個
所
は
「
あ
あ
、
も
う
僕
を
信
ず
る
な
。

僕
の
言
う
こ
と
を
ひ
と
こ
と
も
信
ず
る
な
」
と
い
う
書
く
「
僕
」
を
相
対
化
す

る
記
述
が
続
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
自
己
言
及
の
パ
ラ
ド

ク
ス
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
読
者
は
「
信
じ
」
る
・
「
信
じ
」
な
い
、
ど
ち
ら

の
態
度
も
選
ぶ
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
方
で

「
僕
」
を
言
葉
・
文
字
と
と
ら
え
る
立
場
に
立
て
ば
、
「
僕
を
信
ず
る
な
」
と

い
う
の
は
「
僕
」
が
現
実
や
現
実
を
生
き
て
い
る
人
間
と
は
無
関
係
な
も
の
と

し
て
存
在
し
て
い
る
、
現
実
に
基
づ
い
た
認
識
で
は
理
解
し
か
ね
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

太
宰
治
は
小
説
や
言
葉
を
現
実
と
関
係
な
い
も
の
と
し
て
扱
う
よ
う
な
小
説

を
書
き
つ
つ
、
小
説
で
現
実
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、

小
説
も
様
々
な
思
考
・
立
場
か
ら
の
読
解
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
実
際
に

は
そ
れ
は
太
宰
治
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
小
説
家
の
あ
ら
ゆ
る
小
説
（
も
ち
ろ

ん
自
然
主
義
も
含
む
）
に
言
え
る
こ
と
で
あ
り
。
そ
れ
は
そ
の
小
説
家
が
ど
の

よ
う
に
小
説
と
現
実
と
の
関
係
を
見
て
い
る
か
、
に
は
か
か
わ
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
小
説
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
小
説
と
現
実
と
の
関

係
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
猿
面
冠
者
」
は
最
初
に
述

べ
た
と
お
り
、
現
実
と
よ
く
似
た
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
も
の
と
し
て
読
む

こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
実
際
に
は
そ
う
い
う
読
み
方
を
す
る
（
お
君
さ
ん
の

よ
う
な
）
読
者
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
本
論
の
冒
頭
で
述

べ
て
お
い
た
と
お
り
な
の
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
以
外
の
可
能
性
に
つ
い
て



思
考
す
る
こ
と
に
は
価
値
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

注
（
１
）

こ
こ
で
い
う
「
現
実
」
と
は
、
人
間
の
前
に
現
れ
消
え
て
い
き
続
け
る
事
象
の
総
称
・
総
合

の
こ
と
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
も
必
ず
そ
れ
が
持
っ
て
い
る
様
々
な
側
面
・

性
質
を
取
り
落
と
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）

広
津
和
郎
「
散
文
芸
術
の
位
置
」
『
新
潮
』
一
九
二
四
年
九
月
号
。
引
用
は
『
広
津
和
郎
全

集
第
八
巻
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
二
月
）
に
よ
る
。

（
３
）

『
鷭
』
第
二
輯
、
一
九
三
四
年
七
月
。
引
用
は
『
太
宰
治
全
集
第
一
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一

九
七
五
年
六
月
）
に
よ
る
。

（
４
）

砂
子
屋
書
房
、
一
九
三
六
年
六
月
。

（
５
）

渡
部
芳
紀
「
『
猿
面
冠
者
』

―
作
品
の
構
造
」『
立
正
大
学
教
養
部
紀
要
』
八
号
、
一
九
七

四
年
十
二
月
。
引
用
は
『
太
宰
治

心
の
王
者
』（
洋
々
社
、
一
九
八
四
年
五
月
）
に
よ
る
。

（
６
）

山
崎
正
純
「
越
境
す
る
文
学
・
自
意
識
の
処
方
」『
女
子
大
文
学
』
四
五
号
、
一
九
九
四
年

三
月
。
引
用
は
『
転
形
期
の
太
宰
治
』（
洋
々
社
、
一
九
九
八
年
一
月
）
に
よ
る
。

（
７
）

以
下
で
述
べ
る
の
と
違
う
解
釈
と
し
て
、
山
崎
正
純
（
前
出
）
や
花
田
俊
典
「『
猿
面
冠
者
』

―
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
幾
何
学

―
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
六
四
巻
九
号
、
一
九
九
九

年
九
月
）
の
よ
う
に
、「
便
り
」
の
続
き
の
部
分
を
「
語
り
手
」
の
言
葉
と
と
ら
え
る
も
の

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
論
の
二
つ
の
解
釈
の
中
間
の
立
場
か
ら
考
え
た
も
の
と
言
え
る
。

（
８
）

『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
七
年
十
月
三
十
日
～
十
二
月
三
十
一
日
。
引
用
は
『
二
葉
亭
四

迷
全
集
第
一
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
十
一
月
）
に
よ
る
。

（
９
）

「
『
平
凡
』
物
語
」『
趣
味
』
第
三
巻
第
二
号
、
一
九
〇
八
年
二
月
。
引
用
は
『
二
葉
亭
四
迷

全
集
第
四
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
七
月
）
に
よ
る
。

（

）

高
橋
修
「
〈
非
凡
〉
な
る
語
り
手

―
二
葉
亭
四
迷
『
平
凡
』
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

―
」『
日

10

本
文
学
』
四
二
巻
十
一
号
、
一
九
九
三
年
十
一
月

（

）

小
森
陽
一
「
二
葉
亭
四
迷
『
平
凡
』

―
交
通
す
る
主
客
」『
国
文
学
』
第
三
九
巻
七
号
、

11

一
九
九
四
年
六
月

（

）

『
新
小
説
』
一
九
〇
七
年
九
月
号
。

12
（

）

他
に
も
「
蒲
団
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
「
性
欲
」
と
い
う
言
葉
が
「
四
十
一
」
で

13

繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
た
り
、「
三
十
六
」
で
「
私
」
が
雪
江
の
部
屋
で
二
人
き
り
で
焼
き

芋
を
食
べ
る
場
面
が
「
蒲
団
」
の
「
六
」
で
横
山
芳
子
と
田
中
秀
夫
が
芳
子
の
部
屋
で
焼

き
芋
を
食
べ
て
い
る
（
こ
と
が
苦
笑
ま
じ
り
に
竹
中
時
雄
の
妻
の
言
葉
で
伝
え
ら
れ
る
）

場
面
を
連
想
さ
せ
る
な
ど
、「
蒲
団
」
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
個
所
が
あ
る
。

（

）

高
橋
修
「
〈
非
凡
〉
な
る
語
り
手
」（
前
出
）
で
も
「
文
学
を
必
要
以
上
に
神
格
化
す
る
不
特

14

定
の
文
学
享
受
者
た
ち
」
が
「
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
」
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。

（

）

島
崎
藤
村
の
「
破
戒
」
（
一
九
〇
六
年
）
執
筆
時
の
よ
く
知
ら
れ
た
逸
話
と
対
比
を
な
し
て

15

い
る
。

（

）

十
川
信
介
「
「
い
や
と
い
ふ
声
」

―
『
平
凡
』
に
つ
い
て

―
」『
文
学
』
三
六
巻
十
一
号
、

16

一
九
六
八
年
十
一
月
。
た
だ
し
、
こ
の
論
文
の
中
で
「
描
こ
う
と
し
た
」
の
は
二
葉
亭
四

迷
で
あ
り
、
本
論
と
は
視
点
が
異
な
っ
て
い
る
。

（

）

た
と
え
ば
「
蒲
団
」
の
冒
頭
は
、
芳
子
に
田
中
と
い
う
恋
人
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
竹
中
時

17

雄
が
煩
悶
し
な
が
ら
坂
を
下
り
て
く
る
場
面
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
で
芳
子
が
弟
子
に
な

る
経
緯
が
語
ら
れ
る
と
い
う
順
番
に
な
っ
て
い
る
。

（

）

高
橋
修
「
〈
非
凡
〉
な
る
語
り
手
」（
前
出
）。

18
（

）

「
沈
黙
す
る
語
り
手

―
島
崎
藤
村
「
春
」
の
描
写
と
語
り

―
」『
日
本
文
学
』
四
二
巻

19

十
一
号
、
一
九
九
三
年
十
一
月
。

（

）

十
川
信
介
「
「
い
や
と
い
ふ
声
」」（
前
出
）。

20
（

）

田
山
花
袋
「
東
京
の
三
十
年
」
博
文
館
、
一
九
一
七
年
六
月
。
引
用
は
『
田
山
花
袋
全
集
第

21

十
五
巻
』
（
文
泉
堂
書
店
、
一
九
七
四
年
七
月
）
に
よ
る
。「
蒲
団
」
執
筆
時
を
回
想
し
た

「
私
の
ア
ン
ナ
・
マ
ー
ル
」
と
い
う
章
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
の
前
提
に
な

っ
て
い
る
の
は
「
東
京
の
三
十
年
」
が
発
表
さ
れ
た
時
期
の
「
告
白
」
尊
重
の
傾
向
で
あ



る
。

（

）

駒
尺
喜
美
「
芥
川
龍
之
介
『
藪
の
中
』」『
解
釈
と
鑑
賞
』
三
四
巻
四
号
、
一
九
六
九
年
四
月

22
（

）

『
新
潮
』
一
九
二
二
年
一
月
号
、
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
五
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一

23

九
七
七
年
十
二
月
）
に
よ
る
。

（

）

福
田
恆
存
「
公
開
日
誌
〈
４
〉

―
『
藪
の
中
』
に
つ
い
て

―
」『
文
学
界
』
一
九
七
〇

24

年
十
月
号
。

（

）

「「
藪
の
中
」
試
論

―
そ
の
構
造
的
側
面
に
注
目
し
て

―
」『
上
越
教
育
大
学
研
究
紀
要
』

25

第
十
巻
第
一
号
、
一
九
九
〇
年
十
月
。

（

）

同
じ
よ
う
に
二
つ
の
「
独
白
」
か
ら
な
る
「
袈
裟
と
盛
遠
」（
『
中
央
公
論
』
一
九
一
八
年
四

26

月
号
）
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
の
眼
が
自
分
を
動
か
し
た
と
い
う
動
機
づ
け
が
な
さ
れ
て

お
り
、
言
葉
が
語
っ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
自
分
を
免
責
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
状
況

が
描
か
れ
て
い
る
。

（

）

「
表
情
や
目
へ
の
こ
だ
わ
り
は
日
本
自
然
主
義
だ
け
の
特
徴
で
は
な
い
が
、
明
治
四
十
年
代

27

の
自
然
主
義
系
の
テ
ク
ス
ト
の
〈
目
〉
へ
の
、
と
り
わ
け
〈
眼
つ
き
〉
を
外
側
か
ら
示
す
、
、

こ
と
へ
の
偏
愛
に
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
」
「
沈
黙
す
る
語
り
手

―
島
崎
藤
村

、
、

「
春
」
の
描
写
と
語
り

―
」
『
日
本
文
学
』
四
二
巻
十
一
号
、
一
九
九
三
年
十
一
月
。

（

）

『
新
小
説
』
一
九
二
〇
年
一
月
号
、
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
三
巻
』（
筑
摩
書
房
、

28

一
九
七
七
年
十
月
）
に
よ
る
。

（

）

「
『
葱
』
試
解

―
作
品
を
飛
び
出
す
作
中
人
物

―
」『
稿
本
近
代
文
学
』
二
一
集
、
一
九

29

九
六
年
十
一
月

（

）

た
だ
西
原
千
博
は
「
こ
の
「
お
れ
」
も
あ
く
ま
で
も
作
者
・
小
説
家
と
し
て
設
定
さ
れ
た
虚

30

構
の
一
作
中
人
物
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
」
と
い
う
留
保
を
行
っ
て
お
り
、
本
論
の
以
下

の
と
ら
え
方
も
視
野
に
入
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

（

）

『
日
本
浪
漫
派
』
第
一
巻
第
三
号
、
一
九
三
五
年
三
月
。
引
用
は
『
太
宰
治
全
集
第
一
巻
』

31

に
よ
る
。

（

）

『
新
潮
』
第
三
三
巻
第
一
号
、
一
九
三
六
年
一
月
。
た
だ
し
、「
葱
」
と
違
っ
て
誰
か
を
主

32

人
公
と
す
る
小
説
を
書
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
小
説
を
書
い
て
い
る
「
私
」
の
意
識
が

時
間
を
追
っ
て
実
況
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

引
用
に
際
し
て
、
旧
漢
字
・
旧
か
な
づ
か
い
は
新
漢
字
・
新
か
な
づ
か
い
に
改
め
た
。


