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「
文
芸
」
二
月
号
所
載
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
の
「
一
つ
の
宣
言
」
は
興
味

深
い
読
物
で
あ
っ
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
、
又
偉
大
な
る
作
家
達
が
全

て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
習
慣
的
な
人
間
観
に
抗
し
て
、
人
間
の
絶
え
ざ

る
再
発
見
に
努
め
て
き
た
ジ
イ
ド
は
、
ソ
ヴ
エ
ー
ト
聯
邦
に
於
て
制
度
が
人

々
を
解
放
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
と
う
と
う
人
間
そ
の
も
の
を
革
め
つ
つ
あ

る
事
実
に
直
面
し
て
、
人
間
の
発
見
も
し
く
は
改
革
が
個
人
的
な
懊
悩
や
争

闘
か
ら
獲
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
制
度
の
変
革
か
ら
も
獲
ら
れ
る
こ
と
を

率
直
に
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
仏
蘭
西
文
学
は
仏
蘭
西
大
革
命
の
準
備
は
し
た
が
、
仏
蘭
西
大
革
命
は
殆

ん
ど
仏
蘭
西
文
学
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。
と
説
き
、
「
仏
蘭
西
大
革
命
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は
人
々
を
解
放
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
人
間
そ
の
も
の
を
革
め
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
当
否
は
と
に
か
く
と
し
て
、
ソ
ヴ
エ

ー
ト
聯
邦
の
実
際
を
見
る
ま
で
、
制
度
が
人
間
そ
の
も
の
を
も
革
め
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
を
彼
は
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
事
実
だ
。

私
個
人
は
常
に
習
慣
と
闘
っ
て
き
た
、
と
彼
は
述
懐
し
て
い
る
が
、
彼
の
個

人
主
義
的
な
懐
疑
思
想
と
い
う
も
の
は
畢
竟
す
る
に
、
彼
の
歴
史
観
が
、
制

度
は
人
間
そ
の
も
の
を
革
め
は
し
な
い
と
信
じ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
と

見
る
の
は
不
当
で
な
い
。
こ
の
こ
と
は
一
人
ジ
イ
ド
に
限
ら
れ
た
こ
と
が
ら

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
習
慣
と
闘
っ
た
偉
大
な
作
家
は
全
て
、
そ
の
教
養
に
よ

っ
て
か
本
能
に
よ
っ
て
、
制
度
は
人
間
を
革
め
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
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そ
こ
で
、
「
文
学
は
革
命
の
準
備
は
し
た
が
、
革
命
は
文
学
に
影
響
を
与

え
な
い
」
と
い
う
ジ
イ
ド
の
見
解
は
、
ソ
ヴ
エ
ー
ト
聯
邦
の
出
現
に
よ
っ
て

「
革
命
も
文
学
に
（
人
間
そ
の
も
の
に
）
変
革
を
与
え
る
」
と
い
う
よ
う
に

訂
正
さ
れ
た
わ
け
に
な
る
。
併
し
な
が
ら
「
文
学
は
革
命
の
準
備
を
す
る
」

と
い
う
彼
の
考
え
は
勿
論
変
ろ
う
筈
は
な
い
。
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
習
慣
が
あ

る
よ
う
に
、
共
産
主
義
的
習
慣
も
あ
り
う
る
の
だ
」
と
彼
は
言
う
、
そ
う
し

て
、
「
文
学
は
制
度
に
奉
公
し
な
く
と
も
い
い
。
隷
属
し
た
文
学
は
、
党くみ
す

る
と
こ
ろ
の
主
義
目
的
が
ど
れ
ほ
ど
貴
く
、
ま
た
正
し
く
あ
っ
て
も
、
堕
落

し
た
文
学
で
あ
る
。
芸
術
は
真
実
に
没
頭
す
る
と
き
ほ
ど
革
命
に
役
立
つ
こ

と
は
決
し
て
な
い
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
制
度
の
人
間
に
与
え
る
影
響
を
認
め
た
ジ
イ
ド
に
と
っ
て
尚
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も
最
も
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
ソ
ヴ
エ
ー
ト
の
実
状
に
就
て
は
全

く
無
智
で
あ
り
、
ま
た
制
度
の
人
間
に
与
え
る
革
命
的
な
役
割
に
就
て
も
彼

の
よ
う
に
確
信
の
も
て
な
い
我
々
の
文
学
に
と
っ
て
も
、
矢
張
り
最
も
重
大

な
問
題
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
共
産
主
義
的
習
慣
も
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、

文
学
は
常
に
習
慣
と
闘
う
こ
と
、
人
間
の
再
発
見
に
努
め
る
こ
と
、
こ
の
こ

と
は
如
何
な
る
時
、
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
変
り
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

そ
う
し
て
斯
様
な
立
場
か
ら
文
学
に
精
進
す
る
と
こ
ろ
の
作
家
に
と
っ
て
は
、

そ
の
静
寂
に
し
て
苛
烈
な
内
的
闘
争
の
永
遠
な
懊
悩
に
比
べ
た
な
ら
、
ジ
イ

ド
が
示
し
た
よ
う
な
転
向
は
極
め
て
有
り
う
る
こ
と
で
些
か
も
特
殊
な
事
情

で
は
な
い
。
併
し
、
こ
の
こ
と
が
日
本
の
多
く
の
転
向
作
家
に
当
て
は
ま
る

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
私
は
全
く
肯
定
し
な
い
。
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わ
が
国
で
は
新
聞
雑
誌
に
書
き
た
て
る
非
常
時
の
か
け
声
に
拘
ら
ず
、
我

々
の
生
活
に
は
目
立
っ
た
変
動
が
全
く
起
っ
て
い
な
い
。
又
こ
の
か
け
声
か

ら
我
々
の
感
情
や
性
格
な
ぞ
に
大
き
な
影
響
が
あ
ろ
う
と
は
今
後
も
予
想
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
体
が
社
会
状
勢
の
変
化
か
ら
人
間
そ
の
も
の
が
革

命
的
な
影
響
を
受
け
る
な
ぞ
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
世
界
史
に
殆
ん
ど
そ

の
例
が
見
当
ら
な
い
よ
う
に
極
め
て
稀
有
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
根
ざ

す
と
こ
ろ
極
め
て
浅
薄
な
反
動
的
フ
ァ
ッ
シ
ョ
気
分
な
ぞ
が
人
間
そ
の
も
の

に
良
か
れ
悪
し
か
れ
変
化
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
想
像
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
の
だ
。
こ
ん
な
社
会
状
勢
は
文
学
の
埓
外
に
投
げ
出
し
た
方
が
い

い
よ
う
に
思
う
。

　
併
し
な
が
ら
、
社
会
状
勢
の
如
何
に
拘
ら
ず
人
間
は
変
化
す
る
。
社
会
状
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勢
と
は
無
関
係
に
、
一
つ
の
時
代
的
な
懐
疑
と
い
う
も
の
さ
え
有
り
う
る
。

と
こ
ろ
が
我
々
の
休
む
こ
と
も
な
い
懐
疑
と
い
え
ど
も
、
そ
の
多
く
は
極
め

て
習
慣
的
な
一
定
の
方
向
に
く
り
の
べ
ら
れ
、
多
く
は
た
あ
い
も
な
く
堂
々

め
ぐ
り
に
終
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
か
も
知
れ
ぬ
。

　
こ
こ
に
一
つ
の
慾
望
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
我
々
が
是
認
す
る
か
抑
圧
す
べ

き
で
あ
る
か
で
は
大
き
な
生
活
の
変
動
が
ま
き
お
こ
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
慾
望
の
是
認
乃
至
は
抑
制
、
こ
れ
く
ら
い
我
々
の
生
活
に
限
界
の
不
明

確
な
も
の
は
少
い
で
あ
ろ
う
し
、
又
我
々
は
極
め
て
曖
昧
な
習
慣
に
基
い
て

甚
だ
自
ら
の
真
実
の
姿
に
は
不
忠
実
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ

る
。
卑
近
な
一
例
を
言
え
ば
、
性
生
活
の
羞
恥
、
抑
制
、
こ
う
い
う
日
常
限

り
な
く
直
面
す
る
事
柄
に
於
て
も
、
我
々
は
全
く
習
慣
的
な
、
乃
至
は
単
に

8悲願に就て



反
動
的
な
（
こ
れ
も
結
局
習
慣
的
で
あ
る
）
倫
理
か
ら
逃
げ
だ
す
こ
と
が
殆

ん
ど
で
き
な
い
。
「
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋
人
」
が
我
々
に
示
し
た
性
的
快

感
の
時
間
差
。
こ
れ
は
又
あ
ま
り
に
肉
体
的
に
か
た
よ
り
す
ぎ
る
よ
う
で
あ

る
が
、
今
日
我
々
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
恋
愛
の
習
慣
的
な
見
解
と
い
う
も
の

が
、
こ
れ
は
又
不
当
に
肉
体
を
割
引
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
又
、
一
夫
一
婦

制
と
い
う
も
の
に
対
す
る
我
々
の
事
実
上
の
反
逆
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
の
頭

の
中
の
生
活
は
常
識
的
な
見
解
を
捨
て
き
る
だ
け
の
決
断
が
つ
か
な
い
。
そ

う
い
う
生
活
の
状
態
で
、
ま
こ
と
に
正
し
い
魂
が
安
息
し
よ
う
と
は
思
わ
れ

な
い
。

　
私
は
こ
の
数
年
非
常
に
悪
い
状
態
の
中
に
棲
ん
で
い
た
。
面
倒
く
さ
い
か

ら
泥
棒
で
も
働
こ
う
か
と
思
っ
た
。
そ
う
し
た
方
が
む
し
ろ
魂
が
休
息
す
る
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よ
う
に
思
え
た
り
し
た
の
だ
っ
た
。
甚
だ
よ
く
喧
嘩
を
し
た
。
神
経
衰
弱
の

傾
向
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
う
い
う
私
も
、
近
頃
は
又
奇
妙
に
、
そ
し
て
甚
だ

不
鮮
明
な
い
わ
ば
直
観
的
な
考
え
方
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
か
「
抑
制
」
と
呼
ぶ

も
の
ほ
ど
見
事
な
も
の
は
な
い
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
っ
た
。
だ

が
こ
の
考
え
は
至
っ
て
上
調
子
な
あ
や
ふ
や
な
代
物
で
、
や
っ
ぱ
り
私
の
精

一
杯
の
気
持
と
い
え
ば
、
せ
い
ぜ
い
頸
を
く
く
り
た
く
な
っ
た
り
人
を
殺
し

た
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
関
の
山
の
と
こ
ろ
ら
し
い
。

　
私
は
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」
を
読
ん
で
、
か
つ
て
読
ん
だ
ど
の
作
品

よ
り
も
心
を
打
た
れ
た
。
「
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
」
を
創
造
し
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
は
一
生
の
荊
の
道
の
後
に
於
て
遂
に
自
ら
の
魂
に
安
息
を
与
え
得
た
唯

一
の
異
例
の
作
家
で
あ
る
と
考
え
た
の
だ
。
私
も
自
分
の
聖
者
が
描
き
た
い
。
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私
の
魂
の
醜
悪
さ
に
安
息
を
与
え
て
く
れ
る
自
分
の
聖
者
を
創
り
だ
し
た
い
。

そ
れ
は
私
の
文
学
の
唯
一
の
念
願
で
あ
る
。
が
、
目
下
の
私
は
泥
棒
か
人
殺

し
か
鼻
持
の
な
ら
な
い
助
平
根
性
で
も
描
く
よ
り
ほ
か
に
仕
様
が
な
い
。
い

や
、
そ
れ
す
ら
も
書
け
そ
う
も
な
い
の
だ
。
た
だ
私
自
身
、
泥
棒
を
働
き
た

く
な
っ
た
り
、
人
を
殺
し
た
く
な
っ
た
り
、
強
姦
を
企
ん
で
み
た
り
、
そ
う

い
う
や
り
き
れ
な
い
日
常
を
送
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
諦
ら
め
、
抑
制
、

又
慾
望
。
全
て
が
な
ん
と
い
う
負
担
で
あ
ろ
う
か
。

「
文
芸
」
の
作
品
六
つ
読
ん
だ
。

　
芹
沢
光
治
良
氏
の
「
小
役
人
の
服
」
、
横
山
属
と
い
う
五
十
す
ぎ
た
小
役

人
に
課
長
が
洋
服
地
を
投
げ
て
よ
こ
し
て
、
ど
う
だ
ね
、
こ
れ
で
服
で
も
作

っ
た
ら
と
言
う
。
横
山
属
は
こ
の
上
役
の
言
葉
を
色
々
に
解
釈
し
て
と
に
か
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く
課
長
の
気
に
入
る
た
め
に
切
り
つ
め
た
生
活
の
中
か
ら
洋
服
を
新
調
し
た

が
、
課
長
の
方
じ
ゃ
洋
服
の
こ
と
な
ん
か
ま
る
っ
き
り
忘
れ
て
い
た
、
と
い

う
の
が
こ
の
作
品
の
骨
子
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
だ
け
の
話
で
も
書
き
よ
う
に
よ

っ
て
は
、
こ
の
洋
服
が
我
々
の
最
も
深
い
哀
愁
の
底
へ
ふ
れ
て
く
る
に
違
い

な
い
。
た
と
え
ば
ゴ
ー
ゴ
リ
の
「
外
套
」
の
よ
う
に
。
併
し
こ
の
作
品
は
あ

ま
り
に
概
念
的
で
あ
る
。
中
尾
課
長
は
た
だ
の
課
長
の
最
も
世
俗
的
な
概
念

で
あ
る
し
、
そ
の
う
え
横
山
属
の
立
場
か
ら
し
か
課
長
の
正
体
を
つ
き
と
め

て
い
な
い
の
は
作
者
の
勝
手
な
依
怙
贔
屓
で
あ
る
。
課
長
に
と
り
い
る
才
子

で
も
主
人
公
の
横
山
属
で
も
み
ん
な
常
識
的
な
い
わ
ば
公
式
の
羅
列
の
よ
う

で
生
き
生
き
と
読
者
の
魂
に
訴
え
て
く
る
も
の
が
な
い
。
だ
か
ら
洋
服
も
洋

服
と
い
う
言
葉
で
し
か
な
か
っ
た
。
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こ
の
作
品
か
ら
私
が
考
え
た
の
は
、
純
粋
芸
術
と
大
衆
文
学
の
一
つ
の
相

違
点
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
品
の
あ
る
も
の
が
今
日
で
は

大
衆
文
学
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
よ
う
に
、
一
時
代
の
芸
術
が
次

の
時
代
の
通
俗
文
学
に
す
ぎ
な
い
例
は
数
多
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
作
品

の
生
み
だ
し
た
新
ら
し
い
倫
理
が
次
の
時
代
で
は
常
識
的
な
習
慣
的
な
も
の

と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
の
作
品
の
生
れ
た
時
代
か
ら
常
識

的
で
あ
り
習
慣
的
で
あ
っ
た
と
い
う
純
粋
芸
術
は
な
い
筈
で
あ
る
。
従
而
純

粋
文
学
と
通
俗
文
学
を
区
分
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
重
大
な
る
相
違
は
作
者

の
作
家
的
懊
悩
が
習
慣
の
上
に
と
ま
っ
て
い
る
か
、
或
い
は
習
慣
の
埓
を
踏

み
破
ろ
う
と
し
て
い
る
か
に
あ
る
と
見
て
も
差
支
え
な
い
と
私
は
思
う
。

　
先
般
の
新
聞
紙
上
で
横
光
利
一
氏
が
今
年
の
傑
作
は
通
俗
小
説
の
中
か
ら
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現
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
上
述
の

通
俗
性
の
本
質
を
は
き
ち
が
え
た
見
解
で
は
あ
る
ま
い
か
。
思
う
に
横
光
氏

は
読
ん
で
「
面
白
い
」
小
説
の
中
か
ら
傑
作
が
現
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ

の
面
白
い
小
説
を
通
俗
小
説
と
称
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
併
し

な
が
ら
「
面
白
さ
」
そ
れ
自
体
に
は
通
俗
と
純
粋
の
区
別
は
全
く
な
い
の
で

あ
る
。
純
粋
さ
が
面
白
さ
の
為
に
通
俗
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
な
い
。

本
来
面
白
さ
と
い
う
も
の
は
人
々
が
軽
率
に
嫌
う
ほ
ど
、
そ
れ
自
体
不
純
な

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
作
品
が
通
俗
小
説
で
あ
る
の
は
こ
れ
の
倫
理
が

全
く
時
代
の
常
識
で
し
か
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味

か
ら
は
通
俗
文
学
の
中
か
ら
純
粋
芸
術
の
傑
作
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
完

全
に
不
可
能
で
あ
る
。
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福
田
清
人
氏
の
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
島
」
。
男
気
の
す
く
な
い
南
国
の
キ
リ

シ
タ
ン
島
へ
一
夜
兵
隊
の
一
行
が
上
陸
し
、
街
を
通
り
、
天
主
堂
で
も
て
な

し
を
受
け
、
そ
う
し
て
翌
日
帰
っ
て
い
っ
た
。
洗
礼
を
受
け
、
つ
つ
ま
し
く

生
活
し
て
い
た
娘
達
が
、
若
い
男
の
気
配
だ
け
に
上
気
し
て
小
さ
な
葛
藤
が

ま
き
お
こ
る
と
い
う
話
。
だ
が
こ
の
作
品
で
は
専
ら
人
間
の
取
扱
い
方
法
す

ら
叙
景
的
で
、
娘
の
葛
藤
も
表
面
的
な
風
景
画
に
終
っ
て
い
る
の
は
物
足
り

な
い
。

　
阪
中
正
夫
氏
の
「
赤
鬼
」
。
一
見
平
々
凡
々
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
作

品
に
は
作
者
の
全
て
の
も
の
が
つ
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
こ

の
作
品
の
幕
切
れ
の
と
こ
ろ
で
、
加
山
良
造
は
と
う
と
う
昔
の
女
を
正
式
の

女
房
に
む
か
え
る
こ
と
に
し
て
息
子
の
兵
太
に
打
ち
あ
け
る
と
、
自
分
の
恋
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の
方
は
親
父
に
せ
か
さ
れ
て
い
る
兵
太
だ
が
、
そ
の
感
情
と
は
ち
っ
と
も
結

び
あ
わ
せ
ず
に
、
親
父
が
そ
れ
で
悦
し
い
な
ら
然
う
す
る
が
い
い
だ
ろ
う
と

簡
単
に
賛
成
す
る
。
親
父
の
自
分
勝
手
と
息
子
の
へ
ん
ち
く
り
ん
な
人
生
観

に
呆
れ
か
え
っ
た
使
用
人
の
三
平
は
、
こ
り
ゃ
ど
う
も
旦
那
方
の
す
る
こ
と

は
、
ま
る
で
分
ら
ん
、
と
い
う
あ
た
り
、
こ
の
空
と
ぼ
け
た
中
に
は
作
者
の

精
一
杯
の
人
生
観
が
飾
り
な
く
投
げ
だ
さ
れ
て
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。

つ
つ
ま
し
く
は
あ
る
が
苛
烈
な
作
者
の
人
生
苦
難
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

私
は
面
白
く
読
ん
だ
。

　
太
宰
治
氏
の
「
逆
行
」
。
作
者
は
こ
の
作
品
を
「
傷
」
の
も
つ
い
た
ま
し

い
美
し
さ
の
よ
う
に
思
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
併
し
私
は
む
し
ろ
傷
を
労
わ
る

た
め
に
で
っ
ち
あ
げ
た
美
し
さ
の
よ
う
に
思
う
。
ボ
ー
ド
レ
エ
ル
が
の
こ
し
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た
よ
う
な
、
傷
の
生
々
し
い
傷
ま
し
さ
か
ら
迸
し
り
で
た
も
の
と
は
違
う
。

作
者
は
自
分
を
い
た
わ
り
す
ぎ
て
い
る
と
私
は
思
っ
た
の
だ
。
こ
の
作
者
は

甚
だ
聡
明
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
気
付
か
な
い
筈
は
な
い
と
思
う
が
、
知
り

す
ぎ
る
た
め
に
、
却
っ
て
潜
在
的
に
傷
を
遠
距
か
り
、
労
わ
ろ
う
と
す
る
不

可
抗
力
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
こ
の
逃
避
的
な
美
し
さ
は
我
々
の

時
代
に
始
め
て
実
を
む
す
ん
だ
一
つ
の
う
ら
悲
し
い
宿
命
で
あ
ろ
う
。
こ
の

う
ら
悲
し
い
美
し
さ
を
私
は
頭
か
ら
否
定
し
た
い
と
は
思
わ
ぬ
。
だ
が
、
こ

れ
を
突
き
破
っ
て
始
ま
る
と
こ
ろ
の
文
学
を
私
は
よ
り
多
く
期
待
す
る
の
だ
。

　
龍
胆
寺
雄
氏
「
ア
ラ
ッ
ヂ
ン
の
ラ
ム
プ
」
。
ど
ん
な
架
空
な
物
語
を
書
い

て
も
、
作
者
が
空
想
の
中
に
生
き
て
い
れ
ば
文
句
は
な
い
。
そ
の
と
き
空
想

は
立
派
に
作
者
の
生
活
で
あ
り
う
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
作
品
の
空
想
の
中
に
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は
作
者
が
呼
吸
し
て
い
な
い
。
こ
の
物
語
の
始
め
の
方
で
、
雲
吉
が
沙
漠
の

散
歩
か
ら
帰
っ
て
き
て
部
屋
へ
は
い
る
と
、
着
物
や
髪
の
毛
の
中
か
ら
沙
漠

の
砂
が
パ
ラ
パ
ラ
と
こ
ぼ
れ
て
く
る
と
い
う
あ
た
り
は
却
々
気
の
利
い
た
精

密
さ
で
、
全
篇
の
空
想
の
中
に
作
者
が
常
に
こ
れ
く
ら
い
快
適
に
浸
り
き
っ

て
い
た
な
ら
こ
の
空
想
も
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
ほ
か
の
部
分
で

は
全
く
空
想
の
中
に
作
者
が
浸
っ
て
い
な
い
の
だ
。
最
後
に
空
想
が
ど
う
や

ら
現
実
へ
か
ら
み
つ
い
て
き
て
作
者
は
自
己
を
語
り
は
じ
め
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
自
己
弁
解
が
又
極
め
て
世
俗
的
な
鬱
憤
を
は
ら
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

の
は
ひ
ど
す
ぎ
る
。

　
川
端
康
成
氏
の
「
浅
草
祭
」
。
こ
の
月
の
分
は
「
悲
願
維
明
」
と
「
元
日

の
シ
ャ
ツ
」
の
二
つ
の
小
品
で
後
者
の
方
は
未
完
。
中
に
「
彼
は
な
に
か
自
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ら
の
白
い
肌
に
追
は
れ
る
も
の
の
や
う
に
、
悲
願
を
抱
い
て
、
浅
草
を
さ
ま

よ
つ
て
ゐ
た
の
だ
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
を
と
り
だ
し
て
ど
う
と
云

う
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
中
に
極
め
て
漠
然
と
使
わ
れ
て
い
る
悲
願
と
い
う

言
葉
、
こ
の
言
葉
が
私
に
は
面
白
か
っ
た
。
す
く
な
く
と
も
こ
の
作
者
は
あ

る
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
甚
だ
根
強
く
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
生
の
哀
愁

に
か
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
そ
れ
が
こ
の
作
者
の
い
う
悲
願
で
あ
ろ
う
。
そ

う
し
て
、
こ
の
作
品
は
い
わ
ば
そ
の
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
生
の
懊
悩
が
、
つ
ま

り
は
悲
願
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
が
こ
れ
を
生
み
、
こ
の
作
品
の
方
向
を
決

定
づ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
者
の
懊
悩
は
私
に
共
感
で

き
る
も
の
だ
っ
た
。

　
い
っ
た
い
が
こ
の
漠
然
と
し
た
悲
願
、
直
接
に
何
を
祈
り
何
を
求
め
る
と
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い
う
当
て
さ
え
も
な
い
絶
体
絶
命
の
孤
独
感
の
ご
と
き
も
の
だ
が
、
こ
れ
は

数
十
世
紀
の
人
間
精
神
史
と
我
々
の
真
実
の
姿
と
の
あ
ら
ゆ
る
馴
れ
あ
い
と

葛
藤
を
経
て
、
虚
妄
と
真
実
と
が
と
も
に
そ
の
真
正
の
姿
を
没
し
去
っ
て
し

ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
誕
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
の
実
体
を
掴
も
う

と
し
て
真
実
の
光
の
方
へ
向
お
う
と
す
れ
ば
真
実
は
も
は
や
向
い
た
方
に
は

見
当
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
、
或
い
は
逆
に
向
き
直
っ
た
と
こ

ろ
の
自
ら
が
、
向
き
直
っ
た
と
き
に
は
虚
妄
の
自
ら
に
化
し
て
い
た
と
い
う

よ
う
な
、
即
ち
こ
の
悲
劇
的
な
精
神
文
化
の
嫡
男
が
悲
願
の
正
体
で
あ
ろ
う

と
思
う
。
そ
れ
自
体
を
分
析
し
て
も
割
り
き
れ
る
代
物
で
は
な
い
。
そ
こ
に

は
虚
妄
と
真
実
と
の
全
て
の
カ
ラ
ク
リ
が
つ
く
さ
れ
て
い
て
、
分
析
の
メ
ス

自
体
が
こ
の
カ
ラ
ク
リ
の
魔
手
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
漠
然
と
し
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た
哀
愁
は
畢
竟
す
る
に
そ
の
漠
然
と
し
た
形
の
ま
ま
死
か
生
か
の
分
岐
点
ま

で
押
し
つ
め
突
き
つ
め
て
行
く
よ
り
ほ
か
に
仕
方
が
な
い
悲
し
さ
な
の
だ
。

そ
の
極
ま
っ
た
分
岐
点
で
死
を
選
ぶ
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
仕
方
が
な
い
。

併
し
も
し
生
き
る
こ
と
を
選
ぶ
な
ら
、
（
選
ぶ
と
い
う
よ
り
も
そ
の
と
き
に

は
生
き
る
力
と
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
）
ま
こ
と
に
生
き
生
き
と
し
た
文
学

は
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が

そ
う
だ
っ
た
の
だ
。
彼
の
文
学
は
悲
願
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
が
極
点

に
於
て
生
き
る
こ
と
に
向
き
直
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

生
き
生
き
と
し
た
真
に
新
ら
た
な
倫
理
は
そ
こ
か
ら
誕
生
し
て
く
る
に
違
い

な
い
。
従
而
、
私
は
悲
願
そ
の
も
の
に
は
余
り
多
く
を
期
待
し
な
い
。
我
々

の
時
代
の
多
く
の
若
者
が
こ
の
悲
願
に
追
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
併
し
そ
の
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多
く
の
人
が
途
中
で
誤
魔
化
す
、
極
め
て
安
易
な
習
慣
的
な
考
察
法
へ
そ
の

人
生
観
の
方
向
を
逃
が
し
て
了
う
、
又
あ
る
人
は
そ
の
極
点
へ
押
し
つ
め
ぬ

う
ち
に
極
め
て
こ
れ
も
習
慣
的
な
自
殺
を
企
て
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
こ
の

悲
願
を
真
に
正
し
く
押
し
つ
め
る
こ
と
は
甚
だ
難
い
の
だ
。
併
し
や
が
て
こ

の
悲
願
を
正
し
く
渡
り
き
っ
た
向
う
側
か
ら
新
ら
し
い
文
学
が
生
ま
れ
て
く

る
だ
ろ
う
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。

「
浅
草
祭
」
の
中
に
、
私
と
呼
ぶ
主
人
公
が
辻
本
と
い
う
友
人
の
源
氏
屋
に

誘
わ
れ
る
ま
ま
に
街
の
女
の
家
へ
あ
が
る
。
十
八
と
い
う
街
の
女
と
話
を
交

し
、
次
第
に
源
氏
屋
口
調
に
な
る
辻
本
と
面
白
く
も
な
い
話
を
交
わ
し
た
あ

と
で
、
一
向
に
気
持
の
浮
か
な
い
主
人
公
は
女
を
買
う
の
は
止
め
、
辻
本
が

こ
ん
な
に
金
に
困
っ
て
い
る
な
ら
こ
の
家
に
茶
代
を
お
き
、
辻
本
に
は
足
賃
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を
や
り
、
彼
と
温
い
も
の
で
も
食
っ
て
別
れ
よ
う
か
と
思
う
の
だ
が
、
そ
ん

な
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
好
み
の
つ
ま
ら
ん
見
栄
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
気
が
し
て
、

黙
っ
て
三
円
の
料
金
を
出
す
、
と
い
う
件
り
が
あ
る
。

　
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
好
み
の
つ
ま
ら
ん
見
栄
」
と
作
者
が
ア
ッ
サ
リ
片
附
け

て
い
る
こ
と
が
、
果
し
て
そ
う
片
付
け
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
。
こ
の
一
見

甚
だ
辛
辣
に
古
い
衣
を
突
き
破
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
作
者
の
「
か

ら
さ
」
が
、
実
は
甚
だ
好
気
分
に
こ
の
「
か
ら
さ
」
に
溺
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
程
度
の
「
か
ら
さ
」
は
危
険
で
は
あ
る
が
一
向
本
質
的
に
正
し

く
的
を
つ
い
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
好
み
の
つ
ま
ら
ん
見

栄
と
い
い
切
る
こ
と
が
逆
に
こ
の
作
者
の
「
か
ら
さ
」
の
見
栄
だ
と
言
う
こ

と
も
出
来
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
虚
妄
と
真
実
と
の
累
々
た
る
カ
ラ
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ク
リ
の
あ
と
に
築
か
れ
た
古
い
習
慣
を
正
し
く
突
き
破
る
た
め
に
は
、
か
よ

う
に
習
慣
的
な
「
か
ら
さ
」
だ
け
で
は
不
足
す
ぎ
る
と
私
は
考
え
る
。
一
見

浅
薄
に
見
る
「
あ
ま
さ
」
も
や
は
り
正
体
は
複
雑
な
虚
妄
と
真
実
の
カ
ラ
ク

リ
に
よ
っ
て
掩
い
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
探
究
の
方
向
が
「
か
ら
さ
」
で
あ

る
こ
と
は
差
支
え
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
「
か
ら
さ
」
が
最
後
の
深
さ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
希
望
し
た
い
。

　
私
の
友
人
片
山
勝
吉
は
そ
の
文
学
の
発
足
の
と
き
か
ら
執
拗
に
こ
の
漠
然

た
る
悲
願
と
取
り
組
み
、
こ
の
漠
然
た
る
悲
し
さ
の
み
を
極
め
て
地
道
に
つ

つ
ま
し
く
育
て
つ
づ
け
て
き
た
甚
だ
特
異
な
作
家
の
よ
う
に
考
え
る
。
彼
の

日
本
文
学
の
教
養
と
そ
の
甚
し
い
日
本
趣
味
と
の
た
め
、
人
々
は
多
く
彼
の

懊
悩
の
世
界
ま
で
古
臭
い
よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
彼
の
懊
悩
の
世
界
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は
全
く
我
々
の
時
代
ま
で
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
書
く

主
人
公
は
惚
れ
な
い
う
ち
か
ら
諦
め
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
然
し
そ
ん
な

尤
も
ら
し
い
恋
愛
事
情
な
ぞ
と
は
無
関
係
に
、
も
と
も
と
恐
ろ
し
い
孤
独
感

の
中
に
い
る
。
去
年
「
紀
元
」
に
発
表
し
た
「
鋸
の
音
貧
し
」
と
い
う
作
品

の
中
で
、
主
人
公
は
隣
の
部
屋
か
ら
洩
れ
て
く
る
愛
す
べ
き
若
夫
婦
者
の
な

ん
で
も
な
い
話
声
を
き
い
て
い
る
う
ち
に
、
む
ろ
ん
そ
れ
が
原
因
で
は
な
い

が
、
急
に
ふ
ら
ふ
ら
立
ち
上
り
、
縄
を
吊
し
て
ど
う
や
ら
も
ぞ
も
ぞ
と
首
を

く
く
ろ
う
と
し
は
じ
め
る
。
ど
う
も
読
ん
で
い
て
そ
の
重
苦
し
い
漠
然
た
る

人
生
苦
が
や
り
き
れ
な
く
な
る
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
年
の
「
紀
元
」
新

年
号
に
書
い
た
「
山
茶
花
の
庭
」
で
、
こ
れ
も
惚
れ
な
い
う
ち
か
ら
諦
め
て

い
た
一
人
の
娘
と
の
別
れ
に
自
作
の
白
粉
を
餞
別
し
よ
う
と
思
っ
て
、
自
分
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で
は
そ
の
壺
へ
「
長
相
思
、
思
ひ
何
ぞ
長
き
　
　
」
と
い
う
よ
う
な
詩
を
ひ

と
つ
気
取
っ
て
焼
き
こ
ん
で
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
つ
い
な
ん
と

な
く
焼
き
こ
ん
だ
の
が
「
古
井
戸
や
蚊
に
飛
ぶ
魚
の
音
暗
し
」
と
い
う
蕪
村

の
句
で
あ
る
。
そ
の
壺
を
見
た
友
人
達
が
、
壺
を
ひ
ね
く
り
な
が
ら
、
ど
う

も
こ
の
壺
は
露
骨
で
厭
味
で
す
ね
と
会
話
を
し
て
い
る
あ
た
り
、
全
く
や
り

き
れ
な
い
暗
い
鬼
気
に
打
た
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
前
作
の
首
を
く
く
る
時
よ

り
は
彼
の
悲
願
が
ず
っ
と
深
め
ら
れ
た
不
気
味
な
も
の
に
進
ん
で
い
る
の
だ
。

私
は
時
々
、
あ
い
つ
も
う
自
殺
を
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

自
殺
を
す
る
な
ら
そ
れ
は
そ
れ
で
仕
方
が
な
い
、
と
に
か
く
真
向
か
ら
漠
然

た
る
悲
願
に
組
み
つ
い
て
あ
く
ま
で
執
拗
に
突
き
つ
め
て
い
る
彼
の
態
度
に

は
貴
い
も
の
が
あ
る
。
併
し
な
が
ら
繰
返
し
て
私
は
主
張
し
た
い
が
、
悲
願
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そ
の
も
の
に
私
は
す
ぐ
れ
た
文
学
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
そ

れ
が
突
き
つ
め
た
極
点
で
生
き
る
こ
と
に
向
っ
た
時
、
そ
こ
か
ら
新
ら
し
い

倫
理
が
発
足
す
る
の
だ
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
が
川
端
氏
の
「
か
ら
さ
」
に
対
比
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
片
山

が
そ
の
孤
独
感
を
お
し
つ
め
て
ゆ
く
態
度
が
凡
そ
完
全
に
「
あ
ま
い
」
の
で

あ
る
。
川
端
氏
が
わ
れ
わ
れ
好
み
の
見
栄
と
考
え
て
三
円
の
料
金
で
あ
っ
さ

り
女
を
買
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
を
、
片
山
は
そ
う
い
う
「
か
ら
さ
」
に
は
一

向
て
れ
ず
に
辻
本
に
は
足
賃
を
や
り
そ
の
家
に
は
茶
代
を
払
い
殊
に
女
に
は

簪
ぐ
ら
い
買
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
気
持
ま
で
起
さ
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
だ

が
、
そ
う
い
う
甘
い
気
持
に
よ
っ
て
そ
の
悲
願
を
ま
ぎ
ら
し
た
り
、
又
そ
の

悲
願
が
そ
う
い
う
こ
と
で
慰
む
の
か
と
い
え
ば
、
凡
そ
完
全
に
そ
う
い
う
こ
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と
は
な
い
。
彼
の
場
合
そ
の
甘
さ
は
深
ま
り
ゆ
く
悲
し
さ
に
は
全
く
無
関
係

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
甘
さ
は
全
く
彼
に
は
傍
系
的
な
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
彼
は
彼
の
ま
こ
と
の
悲
し
さ
と
は
別
の
場
所
に
茶
番
を
し
て
い
る
の

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
の
甘
さ
に
は
時
々
彼
の
悲
し
さ
か
ら
鬼
気
が
伝
わ
っ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
そ
の
甘
さ
が
単
純
な
甘
さ
で
終
っ
て
い

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
必
ず
し
も
之
を
高
く
評
価
し
な
い
。

　
由
来
甘
さ
と
い
う
も
の
は
そ
の
正
体
が
消
極
的
な
の
だ
。
積
極
的
な
力
と

な
っ
て
彼
の
悲
願
の
進
路
を
ね
じ
ま
げ
る
と
い
う
よ
う
な
障
り
と
な
る
こ
と

が
全
く
な
い
。
そ
の
点
悲
願
を
深
め
る
に
都
合
は
い
い
が
、
生
き
返
っ
て
く

る
力
が
乏
し
い
。
こ
の
反
対
に
「
か
ら
さ
」
は
積
極
的
で
あ
る
。
理
知
的
で

あ
り
批
判
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
生
き
返
る
可
能
性
を
自
ら
の
中
に
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蔵
し
て
い
る
。
私
と
し
て
は
こ
の
二
つ
の
態
度
の
う
ち
躊
躇
な
く
「
か
ら
さ
」

の
方
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
分
積
極
的
に
作
用
し
て
く
る
だ
け
に
自
ら

の
罠
へ
自
ら
落
ち
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
甚
だ
多
く
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。
罠
へ
落
ち
ず
に
渡
り
き
ろ
う
と
い
う
の
が
余
り
勝
手
な
考
え
で
、
或
い

は
幾
度
も
罠
に
か
か
り
罠
を
逃
れ
て
行
く
必
要
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
併

し
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
こ
の
こ
と
は
断
言
し
て
も
い
い
よ
う
に
思
う
。

「
か
ら
さ
」
は
「
あ
ま
さ
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
せ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
、
又
習
慣
を
つ
き
破
る
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
単
純
に
習
慣
の

反
対
を
行
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
正
、
反
、
合
と
か
止
揚
と
か
い
う
単

純
な
法
則
が
数
十
世
紀
の
虚
妄
と
真
実
と
の
複
雑
な
カ
ラ
ク
リ
を
か
け
た
我

々
の
精
神
へ
倫
理
へ
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
な
ぞ
決
し
て
想
像
す
る
こ
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と
が
で
き
な
い
の
だ
。
ま
こ
と
の
問
題
は
、
そ
こ
で
作
家
の
魂
が
救
わ
れ
る

か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
、
た
だ
こ
の
一
点
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
作
品
』
昭10

・
３
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